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自
己
を
語
る
賦
（
釜
谷
）

は　

じ　

め　

に

　

『
文
選
』
で
は
、
賦
を
「
京
都
」
か
ら
「
情
」
ま
で
の
十
五
種
類

に
分
類
し
て
い
る
。
煩
を
厭
わ
ず
列
挙
す
れ
ば
、
京
都
・
郊
祀
・
耕

籍
・
畋
猟
・
紀
行
・
遊
覧
・
宮
殿
・
江
海
・
物
色
・
鳥
獣
・
志
・
哀

傷
・
論
文
・
音
楽
・
情
で
あ
る
。
配
列
の
基
準
は
、
大
ま
か
に
い
え

ば
、
よ
り
公
的
性
格
の
強
い
も
の
か
ら
始
ま
っ
て
私
的
性
格
の
強
い

も
の
へ
と
い
う
原
則
に
則
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
志
」
は
十
一

番
目
に
位
置
し
、
人
間
の
精
神
面
に
関
わ
る
分
野
の
う
ち
で
は
、
哀

傷
や
情
よ
り
も
や
や
公
的
性
格
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
ぱ
ら
賦
の
み
を
対
象
に
し
て
作
品
を
網
羅
し
た
書
は
、
清
の

康
煕
帝
の
詔
勅
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
康
煕
四
十
五
年
の
序
を
附
す

『
御
定
歴
代
賦
彙
』
を
嚆
矢
と
し
、
ま
た
代
表
と
す
る
。
こ
こ
で
は

『
文
選
』
の
分
類
で
は
巻
頭
に
置
く
「
京
都
」
に
相
当
す
る
「
都

邑
」
の
前
に
、
よ
り
公
的
性
格
、
あ
る
い
は
根
源
的
性
格
が
強
い
天

象
・
歳
時
・
地
理
な
る
項
目
が
位
置
し
て
い
て
、
こ
の
こ
と
か
ら

『
文
選
』
編
纂
以
降
に
ど
の
よ
う
な
賦
作
品
が
多
く
制
作
さ
れ
た
の

か
、
そ
し
て
ま
た
賦
に
対
す
る
見
方
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
『
文
選
』
で
設
け
ら
れ
た
「
志
」
に
近
い
分
類
と
考
え
ら
れ

る
「
言
志
」
は
、『
歴
代
賦
彙
』
正
集
百
四
十
巻
に
は
な
く
、
外
集

二
十
巻
に
置
か
れ
て
い
る
。
外
集
の
分
類
は
、
言
志
・
懐
思
・
行

旅
・
曠
達
・
美
麗
・
諷
喩
・
情
感
・
人
事
で
あ
っ
て
、
正
集
に
比
し

て
私
的
性
格
、
人
間
に
関
わ
る
性
格
が
強
い
と
い
え
る
。
な
お
正
集

中
に
「
性
道
」
な
る
項
目
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
志
」
よ
り
も

人
間
の
本
性
を
扱
っ
た
作
品
を
採
録
し
て
い
て
、『
文
選
』
の

「
志
」
に
近
い
の
は
や
は
り
「
言
志
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら

こ
の
「
性
道
」
に
は
、
漢
の
揚
雄
の
「
太
玄
賦
」
が
収
め
ら
れ
て
い

て
、
こ
の
あ
た
り
の
分
類
の
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
。

①

自
己
を
語
る
賦

─
─
班
固
「
幽
通
賦
」
を
中
心
に
─
─釜　
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武　

 

志
神
戸
大
学
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外
集
で
は
巻
一
か
ら
巻
六
ま
で
が
言
志
に
当
た
り
、
巻
一
で
は
漢

の
崔
篆｢
慰
志
賦｣

に
始
ま
っ
て
、「
○
志
賦
」
と
題
す
る
賦
作
品

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
巻
中
の
配
列
は
ほ
ぼ
時
代
順
で
あ
る
。

中
に
は
そ
う
で
な
い
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
一
巻
中
に
、
や
や
性

格
を
異
に
す
る
複
数
の
分
類
を
同
時
に
収
録
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
巻
頭
に
置
か
れ
る
の
は
そ
の
分
類
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
巻
二
で
は
、
後
漢
の
班
固
「
幽
通
賦
」、

巻
三
で
は
、
晋
の
陸
機
「
豪
士
賦
」、
巻
四
で
は
、
梁
の
元
帝
「
玄

覧
賦
」、
巻
五
で
は
、
陳
の
梁
叔
敬
「
悼
騒
賦
」、
巻
六
で
は
、
晋
の

傅
咸
「
明
意
賦
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
総
集
の
編
纂
に

お
い
て
は
、
各
巻
ご
と
の
分
量
が
ほ
ぼ
均
等
に
な
る
よ
う
に
配
慮
す

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
採
録
作
品
の
多
寡
や
性
質

に
お
い
て
若
干
の
齟
齬
が
生
じ
る
の
は
致
し
方
あ
る
ま
い
。

　

本
稿
で
は
、
賦
の
中
で
私
的
性
格
が
や
や
強
く
、
し
か
し
公
的
性

格
も
有
す
る
「
志
」「
言
志
」
の
賦
を
と
り
あ
げ
て
、
後
漢
の
賦
の

特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　
「  

幽  

通  

賦  

」

　

班
固
「
幽
通
賦
」
に
序
は
な
い
。『
文
選
』
の
巻
頭
を
飾
る
班
固

「
両
都
賦
」
に
は
序
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
な

い
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
後
漢
に
な
っ
て
制
作
さ
れ
る
賦
の

多
く
に
は
序
が
附
い
て
い
る
。
こ
れ
を
作
者
意
識
と
関
連
づ
け
て
考

察
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、

作
者
が
読
者
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
想
定
す
る
読
者
の
あ
り
か
た
を
考
え
て
、
序
を
制
作

し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

「
幽
通
賦
」
は
じ
つ
は
『
漢
書
』
巻
百
の
叙
伝
に
収
録
さ
れ
て
い

る
。
班
固
が
獄
死
し
た
際
、『
漢
書
』
は
八
表
と
天
文
志
が
ま
だ
完

成
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
逆
に
考
え
る
と
、
叙
伝
を
含
む

伝
の
部
分
は
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
叙
伝
が
班

固
み
ず
か
ら
の
手
に
な
る
と
す
れ
ば
、
叙
伝
に
「
幽
通
賦
」
を
収
録

し
た
こ
と
も
班
固
の
意
図
に
よ
る
。
叙
伝
で
班
固
は
、
父
の
班
彪
の

「
王
命
論
」
を
引
用
し
た
後
、
班
彪
の
事
跡
を
述
べ
て
そ
の
学
問
を

称
え
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

②

③
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子
有
り
固
と
曰
う
、
弱
冠
に
し
て
孤
、「
幽
通
の
賦
」
を
作
り
、

以
て
命
を
致
し
志
を
遂
ぐ
。
其
の
辞
に
曰
う
。

　

次
い
で
「
幽
通
賦
」
全
文
が
引
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

「
以
致
命
遂
志
」
と
自
ら
記
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
賦
の
性
質
が
作

者
自
身
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、
読
者
に
し
て

み
れ
ば
創
作
意
図
は
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
え
て
序

が
作
成
さ
れ
て
く
だ
く
だ
と
制
作
背
景
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
必
要

は
な
い
。
つ
ま
り
、
班
固
は
『
漢
書
』
叙
伝
に
「
幽
通
賦
」
を
採
録

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
「
以
致
命
遂
志
」
と
記
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
読
者
の
読
み
方
を
想
定
し
、
規
定
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
「
致
命
遂
志
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。『
漢
書
』
に
附

せ
ら
れ
た
劉
徳
の
注
で
は
「
致
は
、
極
也
。
吉
凶
性
命
を
陳
べ
、
己

の
意
を
遂
げ
明
ら
か
に
す
る
な
り
」
と
い
う
。
己
の
吉
凶
・
運
命
に

つ
い
て
追
究
し
て
、
自
ら
の
考
え
を
明
ら
か
に
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
文
選
』
李
善
注
で
は
『
漢
書
』
の
こ
の
部
分
を
引
い
た
後
、「
賦

に
云
う
、
幽
人
の
髣
髴
た
る
に
覿あ

う
、
と
。
然
ら
ば
、
幽
通
は
神
と

遇
う
を
謂
う
也
」
と
あ
り
、
幽
冥
界
に
行
く
こ
と
を
暗
に
指
し
て
い

る
よ
う
に
読
め
る
。

　

「
致
命
遂
志
」
は
、『
周
易
』
に
見
え
る
語
で
あ
る
。「
困
」
の
象

に
い
う
、「
沢
に
水
无
き
は
困
な
り
、
君
子
以
て
命
を
致
し
志
を
遂

ぐ
」
と
。
君
子
は
困
窮
し
た
状
況
に
お
い
て
、
己
の
命
を
賭
し
て
志

向
す
る
こ
と
の
実
現
に
尽
く
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
儒
家
の

理
想
と
す
る
行
為
と
と
ら
え
て
よ
か
ろ
う
。『
論
語
』
子
張
篇
に

「
子
張
曰
く
、
士
は
危
う
き
を
見
て
は
命
を
致
す
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
も
確
認
で
き
る
。

　

そ
し
て
『
漢
書
』
叙
伝
に
は
、「
幽
通
賦
」
を
引
用
し
た
後
、
さ

ら
に
班
固
自
身
の
作
品
を
収
録
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
答
賓
戯
」
で

あ
る
。「
永
平
中
（
五
八

－

七
五
）
に
郎
と
為
り
、
秘
書
を
典
校
し
、

専
ら
志
を
博
学
に
篤
く
し
、
著
述
を
以
て
業
と
為
す
。
或
る
も
の
譏

る
に
功
無
き
を
以
て
す
る
に
、
又
た
東
方
朔
・
揚
雄
の
自
ら
諭
す
に

蘇
・
張
・
范
・
蔡
の
時
に
遭
わ
ざ
る
を
以
て
し
、
曾
て
之
を
折
る
に

正
道
を
以
て
せ
ず
、
君
子
の
守
る
所
を
明
ら
か
に
す
る
に
感
じ
、
故

に
聊
か
復
た
焉こ

れ

に
応
う
。
其
の
辞
に
曰
う
」
と
し
て
「
答
賓
戯
」
を

引
く
。

　

班
固
自
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
あ
る
者
が
班
固
に
対
し
て
、
時
代

へ
の
功
績
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
譏
っ
た
の
で
、
そ
の
弁
明
と
し
て
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書
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
班
固
は
、
東
方
朔
・
揚
雄
と
い
っ
た
前

漢
の
文
人
を
そ
の
模
範
と
す
る
。
か
れ
ら
が
、
蘇
秦
・
張
儀
・
范

雎
・
蔡
沢
ら
が
そ
の
才
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

ひ
と
え
に
し
か
る
べ
き
君
主
に
出
会
え
た
が
ゆ
え
で
あ
る
と
考
え
、

正
論
で
も
っ
て
反
駁
せ
ず
、
君
子
と
し
て
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
述
べ

た
の
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
東
方
朔
「
答
客

難
」
や
揚
雄
「
解
嘲
」
と
い
っ
た
作
品
に
な
ぞ
ら
え
て
「
答
賓
戯
」

を
作
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
答
客
難
」「
解
嘲
」
そ
し
て
「
答
賓

戯
」
の
三
作
品
は
、
と
も
に
『
文
選
』
巻
四
十
五
「
設
論
」
の
部
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
「
設
論
」
と
し
て
部
立
て
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

賓
客
か
ら
の
非
難
や
嘲
り
に
答
え
る
と
い
う
形
式
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
仮
構
を
も
と
に
し
て
い
る
。
虚
構
の
人
物
で
あ
る
賓
客
の
問

い
に
主
人
が
答
え
る
と
い
う
形
で
、
自
ら
の
考
え
を
開
陳
す
る
の
は
、

架
空
の
人
物
二
、
三
人
が
登
場
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
慢
話
を
展
開

す
る
と
い
う
形
式
の
賦
と
じ
つ
は
同
じ
構
造
で
あ
る
。
班
固
が
『
漢

書
』
叙
伝
で
、
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
明
確
な
作
品
「
幽
通
賦
」
と

「
答
賓
戯
」
を
あ
え
て
引
用
す
る
の
は
、
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
つ
つ
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
こ
め
た
深
い
意
図
を
示
そ
う
と
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

「
幽
通
賦
」
は
、
自
ら
の
祖
先
の
出
自
か
ら
記
述
し
始
め
る
。

系
高
頊
之
玄
冑
兮
、
氏
中
葉
之
炳
靈
。
颻
颽
風
而
蟬
蛻
兮
、
雄

朔
野
以
颺
聲
。
皇
十
紀
而
鴻
漸
兮
、
有
羽
儀
於
上
京
。

（
高
頊
の
玄
冑
を
系つ

ぎ
、
中
葉
の
炳
霊
を
氏
と
す
。
颽
風
に
颻
と
し
て

蟬
蛻
し
、
朔
野
に
雄
と
し
て
以
て
声
を
颺あ

ぐ
。
皇
十
紀
に
し
て
鴻
は
漸す
す

み
、
羽
儀
を
上
京
に
有
す
。）

　

高
陽
氏
、
顓
頊
を
先
祖
と
し
て
そ
の
系
譜
を
継
ぎ
、
中
ご
ろ
に
は

明
か
な
霊
性
を
有
し
た
楚
の
令
尹
子
文
が
一
族
に
い
た
。
そ
の
後
、

南
風
に
乗
り
脱
皮
し
、
北
の
辺
境
に
雄
飛
し
て
名
声
を
揚
げ
た
。
漢

王
朝
が
十
代
を
数
え
た
時
に
鴻
の
如
く
進
み
出
で
、
都
に
り
っ
ぱ
な

姿
を
あ
ら
わ
し
た
。

　

前
漢
末
期
に
近
い
こ
ろ
、
成
帝
の
時
代
に
、
班
氏
が
長
安
に
登
場

す
る
が
、
王
莽
が
実
権
を
に
ぎ
っ
て
か
ら
も
、
班
固
の
父
、
班
彪
は

「
終
に
己
を
保
ち
て
則
を
貽の

こ

し
、
上
仁
の
廬
す
る
所
に
里お

る
」
で
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
続
い
て
い
う
。

④
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懿
前
烈
之
純
淑
兮
、
窮
與
達
其
必
濟
。
咨
孤
蒙
之
眇
眇
兮
、
將

圮
絶
而
罔
階
。
豈
余
身
之
足
殉
兮
、
違
世
業
之
可
懷
。
靖
潛
處

以
永
思
兮
、
經
日
月
而
彌
遠
。
匪
黨
人
之
敢
拾
兮
、
庶
斯
言
之

不
玷
。

（
前
烈
の
純
淑
を
懿よ
み

す
、
窮
と
達
と
其
れ
必
ず
済す
く

う
。
咨あ
あ　

孤
蒙
の
眇

眇
た
る
、
将
に
圮や
ぶ

り
絶
ち
て
階す
す

む
こ
と
罔な

か
ら
ん
と
す
。
豈
に
余
が
身

の
殉い
と
な

む
に
足
ら
ん
や
、
世
業
の
懐
う
可
き
を
違う
ら

む
。
靖し
ず

か
に
潜
処
し

て
以
て
永
く
思
い
、
日
月
を
経
て
弥
い
よ
遠
し
。
党
人
と
敢
え
て
拾か

う

る
に
匪
ず
、
庶
わ
く
は
斯
の
言
の
玷か

け
ざ
る
こ
と
を
。）

　

す
ば
ら
し
い
こ
と
に
、
わ
が
祖
先
は
り
っ
ぱ
で
、
窮
で
あ
ろ
う
と

達
で
あ
ろ
う
と
常
に
世
を
救
お
う
と
し
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
幼

く
し
て
父
を
失
っ
た
愚
か
な
わ
た
し
は
ち
っ
ぽ
け
で
、
祖
先
の
事
績

を
廃
絶
し
て
自
ら
も
大
成
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
身
を
営
む

に
値
せ
ず
、
代
々
の
偉
業
を
気
に
か
け
る
も
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い

の
を
恨
む
。
静
か
に
身
を
潜
め
て
思
い
を
遠
く
に
致
し
、
祖
先
の
業

を
継
承
し
よ
う
と
す
る
が
、
時
は
そ
の
ま
ま
ず
ん
ず
ん
過
ぎ
て
し
ま

う
。
俗
人
と
官
位
を
競
う
こ
と
も
な
く
、
祖
先
か
ら
続
く
偉
業
を
絶

や
さ
な
い
よ
う
に
と
願
う
。

　

こ
こ
で
班
固
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
は
、
祖
先
の
偉
大
さ
と

自
ら
の
卑
小
さ
の
対
照
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
謙
遜
の
表
現
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
な
る
謙
遜
表
現
で
片
付
け
ら
れ
な
い
も

の
が
あ
る
こ
と
は
、
後
の
表
現
を
併
せ
み
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
。
さ

ら
に
注
意
す
べ
き
は
、「
靖
か
に
潜
処
し
て
以
て
永
く
思
い
、
日
月

を
経
て
弥
い
よ
遠
し
」
で
あ
っ
て
、
理
想
と
現
実
の
乖
離
が
、
時
間

の
経
過
に
よ
っ
て
否
応
な
し
に
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
静
か
に
思

い
を
凝
ら
し
て
い
る
班
固
の
中
で
は
時
間
は
静
止
し
て
い
る
が
、
現

実
の
時
間
は
そ
れ
と
は
関
係
な
し
に
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
次
の
段
落
で
は
、
夢
の
中
で
神
霊
と
出
会
う
こ
と
を
述
べ
る
。

夢
で
、
わ
た
し
は
山
に
登
り
、「
幽
人
」
ら
し
き
人
と
会
う
。「
幽

人
」
は
わ
た
し
に
蔓
草
を
授
け
、
険
し
い
谷
に
落
ち
ぬ
よ
う
に
と
告

げ
る
。
夜
が
明
け
て
目
覚
め
た
わ
た
し
は
、
占
夢
書
を
手
が
か
り
に

夢
の
意
味
を
考
え
る
。

　

そ
の
意
味
は
、
高
き
に
登
っ
て
神
人
と
遇
う
の
は
、
迷
い
な
く
、

道
が
遠
く
ま
で
通
じ
て
い
る
こ
と
、
蔓
草
が
枝
垂
れ
た
木
に
ま
と
い

つ
く
の
は
、『
詩
経
』
周
南
に
う
た
わ
れ
る
安
ら
か
な
情
景
、
慎
ん

で
用
心
深
く
深
谷
に
臨
む
の
は
、
同
じ
く
大
雅
・
小
雅
に
述
べ
ら
れ
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て
い
て
、
吉
祥
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
つ
つ
も
、
さ
ら
に
慎
む
べ
く
戒

め
を
述
べ
た
も
の
と
、
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
勉
め
励
み
、
遅
れ
を

取
ら
ぬ
よ
う
に
と
の
教
え
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
わ
た
し
は
遅
疑
逡
巡
し
て
、
迷
っ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
。

　

次
い
で
具
体
的
な
過
去
の
事
例
を
裏
付
け
と
し
て
引
用
し
つ
つ
述

べ
る
の
は
、
人
の
世
に
禍
福
は
も
つ
れ
あ
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
事
前

に
察
知
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

惟
天
地
之
無
窮
兮
、
鮮
生
民
之
晦
在
。
紛
屯
邅
與
蹇
連
兮
、
何

艱
多
而
智
寡
。
…
…
變
化
故
而
相
詭
兮
、
孰
云
預
其
終
始
。

（
惟
れ
天
地
の
窮
ま
り
無
く
、
生
民
の
晦く
ら

く
在
る
こ
と
鮮す
く
な

し
。
紛
と

し
て
屯
邅
と
蹇
連
と
、
何
ぞ
艱く
る

し
み
多
く
し
て
智
寡
き
。
…
…
変
化
故

あ
る
も
相
い
詭そ
む

き
、
孰
か
其
の
終
始
を
預
あ
ら
か
じ

め
す
と
云
わ
ん
や
。）

　

天
地
が
悠
久
で
極
ま
り
な
い
の
と
対
照
的
に
、
人
の
寿
命
は
限
り

が
あ
り
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
暫
く
の
間
こ
の
世
に
生
き
ら
れ
る

者
す
ら
わ
ず
か
で
あ
る
。
艱
難
は
数
多
い
の
に
、
智
慧
は
少
な
く
、

た
め
に
禍
に
遇
う
の
で
あ
る
。
…
…
世
の
中
の
変
遷
は
そ
の
原
因
な

る
も
の
に
基
づ
く
の
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
の
通
り
に
は
な
ら
な
い
こ

と
も
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
だ
れ
に
も
で
き
な
い
。

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
吉
凶
禍
福
の
問
題
で

あ
り
、「
幽
通
賦
」
が
最
も
問
題
と
し
て
い
る
の
も
、
じ
つ
は
人
に

と
っ
て
の
吉
凶
禍
福
で
あ
る
。

　

こ
の
あ
と
、
漢
の
雍
歯
の
よ
う
に
高
祖
に
殺
さ
れ
て
も
不
思
議
で

は
な
い
者
が
諸
侯
に
封
じ
ら
れ
、
丁
公
の
よ
う
に
高
祖
を
殺
さ
ず
に

見
逃
し
て
や
っ
た
者
が
逆
に
殺
さ
れ
た
と
、
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
る
。

で
は
、
世
の
変
化
の
原
因
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
や
、
班
固
に
よ
る
と
や
は
り
存
在
し
、
吉
凶
禍
福
は
そ
の
人
の
祖

先
と
関
係
す
る
と
い
う
。

形
氣
發
於
根
柢
兮
、
柯
葉
彙
而
零
茂
。
恐
魍
魎
之
責
景
兮
、
羌

未
得
其
云
已
。

（
形
気
は
根
柢
よ
り
発
し
、
柯
葉
は
彙あ
つ

ま
り
て
零
茂
す
。
恐
ら
く
魍
魎

の
景
を
責
む
る
、
羌あ
あ　

未
だ
其
の
云
う
を
得
ざ
る
已
。）

　

張
晏
の
注
に
よ
れ
ば
、
人
は
父
母
か
ら
気
を
受
け
て
い
て
、
吉
凶

夭
寿
は
本
人
の
み
な
ら
ず
、
親
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
ち
ょ
う
ど
、
草
木
が
繁
茂
し
た
り
零
落
し
た
り
す
る
の
が
根
に

拠
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
『
荘
子
』
斉
物
論
篇

の
話
を
ふ
ま
え
て
、
魍
魎
が
一
定
し
な
い
行
動
を
取
る
影
を
責
め
る
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の
は
門
違
い
で
あ
る
と
す
る
。
要
す
る
に
、
本
人
に
吉
凶
の
責
任
を

帰
す
る
の
は
誤
り
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
吉
凶
は
ど
の
よ

う
に
し
て
決
め
ら
れ
る
の
か
、
班
固
の
主
張
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

神
先
心
以
定
命
兮
、
命
隨
行
以
消
息
。
斡
流
遷
其
不
濟
兮
、
故

遭
罹
而
嬴
縮
。
三
欒
同
於
一
體
兮
、
雖
移
易
而
不
忒
。
洞
參
差

其
紛
錯
兮
、
斯
衆
兆
之
所
惑
。
周
賈
盪
而
貢
憤
兮
、
齊
死
生
與

禍
福
。
抗
爽
言
以
矯
情
兮
、
信
畏
犧
而
忌
鵩
。
所
貴
聖
人
至
論

兮
、
順
天
性
而
斷
誼
。
物
有
欲
而
不
居
兮
、
亦
有
惡
而
不
避
。

守
孔
約
而
不
貳
兮
、
乃
輶
德
而
無
累
。

（
神
は
心
に
先
ん
じ
て
以
て
命
を
定
め
、
命
は
行
い
に
随
い
て
以
て
消

息
す
。
斡
流
し
て
遷
り
て
其
れ
済さ
だ

ま
ら
ず
、
故
に
遭
罹
し
て
嬴
縮
す
。

三
欒
は
一
体
に
同
じ
く
、
移
易
す
と
雖
も
忒た
が

わ
ず
。
洞
参
差
と
し
て
其

れ
紛
錯
し
、
斯
れ
衆
兆
の
惑
う
所
な
り
。
周
・
賈
は
盪
と
し
て
貢
憤
し
、

死
生
と
禍
福
と
を
斉ひ
と

し
く
す
。
爽
言
を
抗
げ
て
以
て
情
を
矯ま

げ
、
信
に

犠
を
畏
れ
て
鵩
を
忌
む
。
貴
ぶ
所
は
聖
人
の
至
論
、
天
性
に
順
い
て
誼

を
断
ず
。
物
に
欲
す
る
有
る
も
居
ら
ず
、
亦
た
悪
む
有
る
も
避
け
ず
。

孔
約
を
守
り
て
貳そ

む

か
ず
、
乃
ち
徳
を
輶か
る

く
し
て
累
無
し
。）

　

や
や
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
の
一
段
に
「
幽
通
賦
」
の
要
点

が
う
か
が
わ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の

ご
と
く
で
あ
る
。

　

人
の
心
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
神
が
人
の
運
命
を
決
定
す
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
絶
対
不
変
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
人
の
行
動
に
応
じ
て
変
化
す
る
の
で
あ

る
。
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
移
り
変
わ
り
止
ま
ら
ず
、
心
配
事
に
遭
遇
し

て
禍
福
を
蒙
る
。
春
秋
時
代
、
晋
の
大
夫
で
あ
っ
た
欒
書
以
下
、
親

子
孫
三
代
に
わ
た
っ
て
そ
の
禍
福
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
世
代
が

変
わ
っ
て
も
一
貫
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
構
造
は
深
奥
で
複
雑
な

た
め
に
、
一
般
の
者
に
は
信
じ
が
た
い
。
荘
周
と
賈
誼
は
混
乱
し
て

勝
手
き
ま
ま
に
、
死
と
生
、
禍
と
福
を
同
一
視
し
た
。
こ
う
し
た
理

屈
に
合
わ
な
い
言
葉
を
述
べ
て
、
気
持
ち
を
正
そ
う
と
し
た
が
、
結

局
は
祭
祀
の
犠
牲
と
な
る
の
を
畏
れ
鵩
鳥
の
飛
来
を
忌
み
嫌
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
む
し
ろ
貴
ぶ
べ
き
は
聖
人
の
正
確
で
卓
越
し
た
論

で
あ
っ
て
、
天
性
に
し
た
が
う
べ
き
だ
。

　

こ
の
一
段
の
中
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
個
所
は
、
禍
福
に
関
わ

る
部
分
で
あ
ろ
う
。
神
に
よ
っ
て
人
間
の
運
命
が
決
定
さ
れ
る
と
い

う
の
は
、
ご
く
普
通
の
考
え
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、

⑤
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通
常
、
そ
れ
が
人
々
に
は
察
知
で
き
な
い
と
い
う
の
も
、
別
段
新
味

は
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
神
に
よ
る
決
定
に
変
更
の
余
地
が
あ
る

と
い
う
点
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
世
代
が
変
わ
っ
て
も
、
祖
先
の
行
動

の
善
悪
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
て
、
一
族
全
体
と
し
て
、
善
悪
に
と
も

な
う
禍
福
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

当
該
部
分
に
附
せ
ら
れ
た
注
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
項
岱
の
注

で
は
「
言
う
こ
こ
ろ
は
、
人
は
先
祖
の
善
悪
の
迹
を
受
け
、
轉
徙
流

行
す
、
故
に
福
禍
の
相
い
及
ぶ
に
遭
遇
す
る
有
る
也
」。
曹
大
家
の

注
で
は
「
天
命
は
善
を
祐
け
悪
に
災
す
、
差
有
る
に
非
ざ
る
也
。
然

れ
ど
も
其
の
道
は
広
大
に
し
て
、
父
子
百
葉
と
雖
も
、
猶
お
一
体
の

若ご
と

き
也
。
左
氏
伝
に
、
秦
伯　

士
鞅
に
問
い
て
曰
く
、
晋
の
大
夫
は

誰
か
先
に
亡
ぶ
、
と
。
対
え
て
曰
く
、
其
れ
欒
氏
な
る
か
。
黶
は
忲

虐
已
に
甚
し
き
も
、
猶
お
以
て
其
の
身
を
免
る
可
く
、
禍
は
盈
に
在

る
也
。
欒
黶
死
し
て
、
盈
の
善
は
未
だ
人
に
及
ぶ
能
わ
ず
、
武
子
の

施
は
沒
し
、
黶
の
悪
は
実
に
彰
ら
か
な
り
、
将
に
是
に
於
い
て
か
在

ら
ん
と
す
、
と
。
後　

晋
は
果
た
し
て
欒
氏
を
滅
す
」
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
注
に
よ
る
と
、
先
祖
の
善
悪
の
結
果
、
そ
の
子
孫
が
禍

福
に
遭
遇
す
る
。
天
命
で
は
善
行
に
は
福
を
も
っ
て
対
し
、
悪
行
に

は
禍
を
与
え
る
点
で
間
違
い
は
な
い
の
だ
が
、
現
実
に
禍
福
が
及
ぶ

の
は
善
悪
の
行
動
を
と
っ
た
本
人
で
あ
る
ば
か
り
か
、
数
代
後
の
子

孫
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
『
左
伝
』
の
成
公
や
襄
公
の
条
に
見
え
る

も
の
と
し
て
、
晋
の
大
夫
の
欒
書
（
欒
武
子
）
が
あ
る
。
欒
書
自
身

は
献
策
に
お
い
て
も
、
将
軍
と
し
て
の
戦
績
に
お
い
て
も
す
ぐ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
子
の
欒
黶
は
逆
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
欒
黶
の
子
、
つ

ま
り
欒
書
の
孫
に
あ
た
る
欒
盈
は
、
欒
書
の
善
行
の
施
し
を
受
け
ら

れ
ず
、
父
の
欒
黶
の
悪
行
の
報
い
が
及
ん
で
、
結
局
、
欒
氏
一
族
は

滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
欒
盈
の
善
行
が
人
々
に
及
ん
で

い
て
効
果
が
出
て
い
れ
ば
、
状
況
を
挽
回
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は
可

能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
れ
の
善
行
は
ま
だ
そ
の
段
階
ま

で
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
曹
大
家
の
注
は
『
左
伝
』
襄
公
十
四
年
の
文
を
多
少
省
き

な
が
ら
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
い
て
い
る
。

　

禍
福
に
つ
い
て
人
が
強
く
意
識
す
る
の
は
、
福
よ
り
も
禍
が
わ
が

身
に
及
ん
だ
時
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
、
自
ら
の
行
動
を
責
め
る
よ

り
も
、
祖
先
に
そ
の
原
因
を
帰
す
る
方
が
、
は
る
か
に
気
は
楽
で
あ

る
。
ま
た
、
当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
最
も
多
く
遭
遇
し
、
最
も
切
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実
な
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
仕
官
し
て
い
る
間
に
意
に
満
た
ぬ
処
遇

を
受
け
た
時
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
際
に
、
自
ら
を
慰
撫
で
き
る
最

も
合
理
的
か
つ
効
果
的
な
方
法
が
、
こ
の
よ
う
に
禍
福
の
原
因
を
祖

先
に
求
め
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

た
だ
、
頑
迷
固
陋
の
儒
学
者
と
し
て
揶
揄
さ
れ
が
ち
な
班
固
と
し

て
は
、
す
べ
て
の
責
任
を
祖
先
、
つ
ま
り
他
人
に
帰
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
自
ら
の
努
力
が
報
わ
れ
る
余
地
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
修
身
を
説
く
わ
け
で
あ
る
。「
命
は
行

い
に
随
い
て
以
て
消
息
す
」
と
い
う
の
は
、
儒
家
と
し
て
の
行
動
規

範
を
示
す
と
と
も
に
、
後
天
的
な
努
力
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
決

定
さ
れ
た
命
運
も
変
わ
り
う
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

後
天
的
な
努
力
の
中
で
、
班
固
が
最
も
強
調
す
る
の
は
「
精
誠
」
と

い
う
語
で
示
さ
れ
る
、
誠
実
さ
で
あ
る
。

　

「
幽
通
賦
」
の
終
わ
り
に
近
い
段
落
で
、「
精
は
霊
に
通
じ
て
物

を
感
ぜ
し
め
、
神
は
気
を
動
か
し
て
微
に
入
る
。
養
は
流
睇
し
て
猨

は
号さ

け

び
、
李
は
虎
発
し
て
石
開
く
。
精
誠
に
非
ず
ん
ば
其
れ
焉い
ず

く
ん

ぞ
通
ぜ
ん
、
苟い

や
し

く
も
実
無
け
れ
ば
其
れ
孰
か
信
ぜ
ん
」
と
い
う
。

人
の
精
神
、
真
心
が
神
霊
に
通
じ
れ
ば
、
外
界
の
事
物
を
感
動
さ
せ

て
気
を
動
か
せ
、
奥
深
い
微
妙
な
所
ま
で
入
り
こ
ん
で
ゆ
く
。
楚
の

養
由
基
は
弓
矢
の
名
手
で
あ
っ
て
、
ち
ら
と
視
線
を
投
げ
か
け
た
だ

け
で
、
矢
を
発
す
る
前
に
狙
わ
れ
た
猿
は
木
に
し
が
み
つ
い
て
鳴
き
、

前
漢
の
李
広
は
同
様
に
、
虎
と
思
っ
て
矢
を
射
る
と
石
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
石
の
奥
深
く
矢
が
突
き
刺
さ
っ
た
。
か
か
る
不
可
思
議
な
で
き

ご
と
が
起
こ
る
の
は
、
人
の
心
の
真
実
、
誠
実
さ
故
で
あ
る
と
い
う
。

　

「
精
誠
」
な
る
語
は
、「
幽
通
の
賦
」
の
初
め
の
個
所
に
も
見
え

る
。
夢
の
中
で
神
霊
と
出
会
う
こ
と
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。「
魂

は
煢
煢
と
し
て
神
と
交
わ
り
、
精
誠
は
宵
寐
に
発
す
。
夢
に
山
に
登

り
て
迥は

る

か
に
眺
め
、
幽
人
の
髣
髴
た
る
に
覿あ

う
」。
夢
に
入
る
時
、

魂
が
神
霊
と
交
わ
る
こ
と
を
い
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
「
精
誠
」
と
あ

る
の
は
、
人
の
精
神
、
し
か
も
真
心
に
相
当
す
る
も
の
を
指
す
の
だ

ろ
う
。

　

と
す
る
と
「
幽
通
賦
」
の
「
幽
通
」
は
、
李
善
の
注
に
解
す
る
ご

と
く
、
神
と
遇
う
こ
と
、
精
神
が
神
霊
と
交
わ
る
こ
と
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
矢
が
石
に
突
き
刺
さ
る
よ
う
な
摩
訶
不
思
議
な
で
き
ご
と

を
引
き
起
こ
す
、
強
靭
か
つ
真
心
に
裏
打
ち
さ
れ
た
精
神
の
は
た
ら

き
も
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
真
心
を
保
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持
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
を
取
る
こ
と
を
提
唱
し
、
そ
う
す
る

こ
と
で
、
た
と
え
祖
先
か
ら
引
き
継
い
だ
災
禍
が
あ
ろ
う
と
も
、
よ

り
具
体
的
に
は
、
お
の
れ
の
才
能
に
見
合
わ
な
い
境
遇
に
遭
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
を
超
え
て
ゆ
け
る
よ
う
な
対
処
法
を
求
め
た
の
で
は

な
い
か
。
神
霊
か
ら
受
け
た
教
示
は
、
か
か
る
内
容
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

類
似
し
た
考
え
は
、
妹
の
班
昭
、
曹
大
家
「
東
征
賦
」（『
文
選
』

巻
九
）
に
も
う
か
が
え
る
。「
性
命
の
天
に
在
る
を
知
り
、
力
行
に

由
り
て
仁
に
近
づ
く
。
勉
め
て
高
き
を
仰
ぎ
て
景
を
蹈
み
、
忠
恕
を

尽
く
し
て
人
に
与
す
。
正
直
を
好
み
て
回た

が

わ
ざ
れ
ば
、
精
誠

0

0　

明
神

に
通
ぜ
ん
」。
ま
た
そ
の
「
乱
」
に
も
「
貴
賤
貧
富
は
求
む
可
か
ら

ず
。
身
を
正
し
て
道
を
履
み
、
以
て
時
を
俟
つ
。
脩
短
の
運
は
、
愚

智
も
同
じ
。
靖
恭
に
し
て
命
に
委
ね
、
唯
だ
吉
凶
の
ま
ま
に
す
」。

班
昭
は
班
固
の
後
を
継
い
で
『
漢
書
』
を
完
成
し
、
班
固
の
「
幽
通

賦
」
に
詳
細
な
注
を
施
し
て
い
る
。
兄
の
班
固
と
似
た
内
容
や
表
現

が
あ
っ
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
た
だ
、「
東
征
賦
」
と
い
う
、

行
旅
あ
る
い
は
紀
行
の
賦
に
分
類
さ
れ
る
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
と
は

留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

の
ち
に
西
晋
の
潘
岳
は
「
西
征
賦
」
を
著
し
、『
文
選
』
巻
十
の

「
紀
行
」
の
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
始
め
の
部
分
に
い
う
。

「
生
に
は
脩
短
の
命
有
り
、
位
に
は
通
塞
の
遇
有
り
、
鬼
神
も
能
く

要も
と

む
る
莫
く
、
聖
智
も
豫
あ
ら
か
じ

め
す
る
能
わ
ず
」
と
。
生
命
に
は
長
と

短
が
あ
り
、
官
位
に
は
達
と
窮
が
あ
っ
て
、
鬼
神
で
す
ら
求
め
る
こ

と
は
で
き
ず
、
聖
人
や
智
者
で
も
予
め
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
の
は
、
班
固
や
班
昭
の
考
え
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
そ
れ
が
紀
行

の
賦
の
枠
組
み
に
相
当
す
る
個
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
道
中

の
経
過
を
述
べ
る
こ
と
を
主
と
し
た
賦
に
お
い
て
、
生
命
の
有
限
、

長
短
、
そ
し
て
出
処
進
退
の
問
題
が
、
そ
の
底
流
に
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
よ
う
。

二　

禍 

福 

の 

問 

題

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
幽
通
賦
」
の
主
題
が
、
禍
福
と
の
遭

遇
が
必
ず
し
も
本
人
の
責
任
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら

本
人
が
そ
れ
を
超
え
て
い
く
強
靭
な
意
志
と
実
行
力
を
も
つ
こ
と
に

あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
班
固
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
。
そ
の
要

因
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
誣
告
に
出
会
っ
た
こ
と
で
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あ
ろ
う
。

　

父
班
彪
の
死
後
、
そ
の
史
書
編
纂
作
業
を
継
い
で
、
郷
里
の
扶
風

郡
で
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
矢
先
、
班
固
が
勝
手
に
国
史
を
改

作
し
て
い
る
と
の
上
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
た
明
帝
の
詔
に
よ

り
、
班
固
は
京
兆
の
獄
に
繫
が
れ
、
家
の
書
物
は
こ
と
ご
と
く
押
収

さ
れ
た
。
無
実
を
自
ら
明
ら
か
に
で
き
そ
う
に
な
い
兄
を
見
か
ね
た

弟
の
班
超
が
、
宮
廷
に
赴
い
て
代
わ
り
に
班
固
の
著
作
の
意
図
を
つ

ぶ
さ
に
述
べ
、
併
せ
て
扶
風
郡
か
ら
も
編
纂
中
の
史
書
を
提
出
し
た
。

そ
れ
を
目
に
し
た
明
帝
は
優
れ
た
も
の
だ
と
し
て
、
校
書
部
に
召
し

て
蘭
台
令
史
に
任
じ
た
の
で
あ
る
。

　

濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
班
固
は
、
も
ち
ろ
ん
迷
惑
至

極
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
身
に
覚
え
の
な
い
罪
を
か
ぶ
せ
ら
れ
た
経

験
は
、
班
固
に
と
っ
て
突
然
降
り
か
か
っ
た
災
難
で
あ
り
、
禍
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。
み
ず
か
ら
の
力
で
は
打
開
で
き
そ
う
に
な
い
状
況

に
陥
っ
た
際
、
己
の
祖
先
が
起
こ
し
た
悪
事
が
あ
っ
て
、
そ
の
せ
い

で
自
分
が
か
か
る
目
に
遭
っ
た
と
、
あ
る
い
は
考
え
た
か
も
知
れ
な

い
。
ま
た
岡
村
繁
氏
は
「
明
帝
の
お
蔭
で
無
実
の
罪
が
晴
れ
た
ば
か

り
か
宮
廷
の
属
官
に
ま
で
抜
擢
さ
れ
る
と
い
う
殊
遇
は
、
ど
れ
ほ
ど

か
若
い
彼
を
感
泣
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
、
宮
廷
出
仕
以

後
の
彼
は
、
ひ
た
す
ら
漢
室
に
奉
仕
す
る
忠
順
な
学
者
官
僚
で
あ
り

御
用
文
人
で
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
。

　

班
固
が
、
禍
に
遭
遇
す
る
の
は
命
に
よ
る
と
考
え
て
い
た
の
は
、

班
固
の
手
に
な
る｢

離
騒｣

序
に
「
君
子
道
窮
ま
る
は
命
な
り
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
班
固
が
命
を
重
視
し
て

い
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
漢
書
』
叙
伝
に
採
録
す
る
自

ら
の
作
品
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
漢
書
叙
伝
は
、
漢
書
が

作
ら
れ
た
経
緯
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
章
と
し
て
、
父
班

（
彪
）
叔
皮
の
「
王
命
論
」、
彼
の
「
幽
通
の
賦
」、「
賓
戯
に
答

う
」
の
三
篇
を
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
命
」
に
関
連
す
る
」。
藤
原

氏
は
ま
た
、「
漢
書
編
纂
の
基
本
的
な
態
度
と
も
い
う
べ
き
「
命
」

に
つ
い
て
の
理
論
を
賦
と
い
う
体
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
賦
の
祖
と
い
わ
れ
る
「
離
騒
」
よ
り
、
こ
の
世
界
を

ど
う
見
る
か
、
ま
た
こ
の
世
界
に
い
か
に
処
す
る
か
を
賦
に
お
い
て

答
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
、

自
ら
の
考
え
を
述
べ
る
際
に
選
択
し
う
る
文
体
は
、
賦
な
ど
い
く
つ

か
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
班
固
は
そ
の

⑥

⑦

⑧
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伝
統
の
上
に
の
っ
て
、「
幽
通
賦
」
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
禍
福
と
の
遭
遇
、
そ
れ
を
命
と
と
ら
え
る
考
え
は
い
つ
ご

ろ
か
ら
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
楠
山
春
樹

「『
淮
南
子
』
に
お
け
る
人
間
観
─
─
禍
福
論
を
中
心
と
し
て
─
─
」

が
、
簡
潔
か
つ
明
快
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
以
下
、
楠
山
論
文
に

拠
り
な
が
ら
、
概
観
し
て
み
よ
う
。

　

春
秋
戦
国
時
期
は
、
禍
福
は
天
・
神
が
人
に
対
し
て
、
天
子
君
主

が
臣
下
に
対
し
て
一
方
的
に
下
す
賞
罰
で
あ
っ
て
、
人
に
と
っ
て
本

質
的
に
は
、
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果

で
あ
っ
て
、
禍
福
を
招
い
た
責
は
全
面
的
に
自
己
に
あ
る
。
こ
う
し

た
禍
福
に
対
し
て
、
儒
家
か
ら
、
こ
れ
を
度
外
に
お
い
て
人
は
人
と

し
て
為
す
べ
き
こ
と
を
為
せ
と
い
う
論
が
出
て
く
る
が
、
基
本
的
に

は
自
己
の
責
任
に
帰
す
る
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道
家
思

想
で
は
、『
老
子
』
で
は
禍
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
な
配
慮
を
説
く
言
が

目
立
ち
、『
荘
子
』
で
は
禍
福
に
超
然
た
れ
と
い
う
心
情
的
な
論
が

多
い
。

　

『
淮
南
子
』
に
見
え
る
禍
福
論
は
、「
人
間
訓
」
を
除
い
て
一
貫

し
て
い
な
い
。
禍
福
が
自
己
の
外
に
あ
る
と
す
る
論
で
は
、
行
動
の

善
悪
は
自
己
に
よ
る
が
、
結
果
と
し
て
の
禍
福
は
天
に
あ
る
か
ら
、

禍
福
は
気
に
せ
ず
に
善
を
為
す
べ
き
だ
と
す
る
儒
家
に
近
い
考
え
も

あ
れ
ば
、
禍
福
に
超
然
た
る
べ
き
だ
と
い
う
道
家
的
な
考
え
も
あ
る
。

こ
れ
ら
と
は
逆
に
、
禍
福
は
自
己
に
起
因
す
る
と
い
う
論
も
あ
り
、

そ
れ
ら
は
ひ
た
す
ら
善
を
為
す
こ
と
を
説
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
儒

家
の
所
説
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
中
間
に
位
置
す
る
論

も
あ
り
、
得
福
、
避
禍
に
お
い
て
自
己
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
点
で

共
通
し
、
道
家
的
な
考
え
が
多
い
。

　

こ
の
よ
う
に
禍
福
論
は
前
漢
ま
で
に
す
で
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、『
荀
子
』
宥
坐
篇
と

『
淮
南
子
』
繆
称
訓
で
あ
ろ
う
。
前
者
で
は
「
夫
れ
賢
不
肖
は
、
材

也
。
為
不
為
は
、
人
也
。
遇
不
遇
は
、
時
也
。
死
生
は
、
命
也
。
今

其
の
人
有
り
て
、
其
の
時
に
遇
わ
ず
、
賢
な
り
と
雖
も
、
其
れ
能
く

行
わ
ん
や
。
苟
く
も
其
の
時
に
遇
え
ば
、
何
の
難
き
こ
と
か
之
れ
有

ら
ん
。
故
に
君
子
は
博
く
学
び
深
く
謀
り
、
身
を
修
め
行
い
を
端た

だ

し
、

以
て
其
の
時
を
俟
つ
」、
後
者
で
は
「
君
子
は
時
な
れ
ば
則
ち
進
み
、

之
を
得
る
に
義
を
以
て
す
れ
ば
、
何
れ
の
幸
か
之
れ
有
ら
ん
。
時
な

ら
ざ
れ
ば
則
ち
退
き
、
之
を
譲
る
に
義
を
以
て
す
れ
ば
、
何
れ
の
不

⑨
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幸
か
之
れ
有
ら
ん
。
故
に
伯
夷
は
首
陽
の
下
に
餓
死
す
る
も
、
猶
お

自
ら
悔
い
ず
、
其
の
賤
し
む
所
を
棄
て
て
、
其
の
貴
ぶ
所
を
得
る
也
。

福
の
萌
す
や
緜
緜
た
り
、
禍
の
生
ず
る
や
分
分
た
り
。
福
禍
の
始
め

て
萌
す
や
微
な
り
、
故
に
民
は
之
を
嫚
り
、
唯
だ
聖
人
の
み
其
の
始

め
を
見
て
其
の
終
わ
り
を
知
る
」。
前
者
で
遇
不
遇
が
時
の
め
ぐ
り

あ
わ
せ
で
あ
る
か
ら
、
身
を
修
め
て
し
か
る
べ
き
時
を
待
つ
と
い
い
、

後
者
で
禍
福
の
兆
し
が
一
般
の
民
に
は
分
か
ら
ず
、
聖
人
の
み
が
気

づ
き
得
る
と
い
う
の
は
、
班
固
の
所
説
の
基
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

楠
山
氏
に
よ
れ
ば
、「
身
を
脩
め
て
時
を
待
つ
」
と
い
う
発
想
は
、

現
実
的
な
要
請
と
理
想
と
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
、
お
そ
ら
く
儒
家

に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
。

　

先
に
、「
幽
通
賦
」
の
曹
大
家
の
注
で
、『
左
伝
』
襄
公
十
四
年
に

触
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
本
人
が
生
前
に
行
な
っ
た
行
為
の
結
果
が
、

禍
福
と
し
て
次
の
世
代
で
あ
る
子
に
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
、

士
鞅
の
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
禍
福
を

招
い
た
責
任
が
本
人
に
あ
る
と
は
い
え
な
く
な
る
。
で
は
、
春
秋
時

代
か
ら
す
で
に
そ
う
し
た
考
え
が
広
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
結
論
を
下
す
の
は
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
士
鞅
の
語
が
記
載
さ
れ
て
い
る
以
上
、
か
か
る
考
え
が
あ
っ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
左
伝
』
で
は
士
鞅
の
こ

と
ば
に
続
い
て
「
秦
伯
は
以
て
知
言
と
為
し
、
之
が
為
に
晋
に
請
い

て
之
を
復
せ
し
む
」
と
あ
り
、
秦
伯
が
こ
の
こ
と
ば
に
感
銘
し
、
士

鞅
の
復
位
の
た
め
に
晋
に
は
た
ら
き
か
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

こ
で
、「
知
言
」
と
評
価
し
て
い
る
以
上
、
こ
う
し
た
考
え
が
社
会

一
般
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
、
む
し
ろ
、
や
や
特
殊
な

と
ら
え
方
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
道
理
に
あ
っ
た
こ
と
ば
と
評
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
欒
氏
は
滅
亡
し
て
い
る
か
ら
、『
左
伝
』

特
有
の
予
言
的
な
性
格
を
帯
び
た
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、

印
象
に
の
こ
る
見
方
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　

『
尚
書
』
泰
誓
に
「
人
を
罪
す
る
に
族
を
以
て
す
」
と
い
い
、
い

わ
ゆ
る
三
族
の
刑
に
相
当
す
る
刑
罰
が
見
ら
れ
る
。
罪
を
犯
し
た
本

人
は
も
と
よ
り
、
一
世
代
前
と
後
を
含
む
父
母
や
妻
子
に
ま
で
及
ぼ

そ
う
と
す
る
の
は
、
禍
福
を
次
世
代
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る
考
え
と
共

通
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、『
尚
書
』
泰
誓
は
、
偽
古
と
さ
れ

て
い
る
部
分
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
考
え
が
い
つ
の
も
の
で
あ
る
か

は
判
然
と
し
な
い
。
⑩
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後
漢
以
降
、
詠
物
賦
の
増
加
と
賦
の
抒
情
化
が
そ
の
傾
向
と
し
て

指
摘
さ
れ
る
。
魏
晉
南
北
朝
期
に
器
物
の
賦
が
増
え
る
の
は
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
突
然
に
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、『
楚

辞
』
九
章
に
「
橘
頌
」
が
あ
る
し
、
前
漢
の
王
褒
に
「
洞
簫
賦
」
が

あ
り
、
漢
代
の
賦
に
見
ら
れ
る
器
物
に
テ
ー
マ
を
し
ぼ
っ
て
創
作
す

れ
ば
、
こ
う
し
た
器
物
の
賦
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

む
し
ろ
着
目
す
べ
き
は
、
後
漢
以
降
に
自
己
を
語
る
作
品
が
増
え

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
通
常
、
賦
は
架
空
の
人
物
が
登
場
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
か
ら
登
場
人
物
自
身
の
意
見
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
戦

国
時
代
の
諸
子
や
遊
説
家
が
有
す
る
基
本
的
な
特
徴
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ゆ
え
、
賦
の
淵
源
の
一
つ
が
戦
国
時
代
の
遊
説
家
の
弁
論
に
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
漢
以
降
の
賦
に
お
い
て
作
者
自
ら
を
語
る
も

の
が
増
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、

な
ぜ
前
漢
の
賦
は
、
自
己
の
こ
と
を
述
べ
な
か
っ
た
の
か
。

　

前
漢
に
お
い
て
賦
の
読
者
、
あ
る
い
は
賦
が
語
ら
れ
る
相
手
は
、

通
常
、
皇
帝
や
王
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
賦
の
作
者
が
自
分
の
こ
と

を
つ
ら
つ
ら
述
べ
て
も
、
読
者
で
あ
る
帝
王
に
と
っ
て
は
よ
ほ
ど
の

こ
と
が
な
い
限
り
、
興
味
や
関
心
を
引
か
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
作
者
は
自
己
の
こ
と
は
述
べ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
が
、
前
漢
も
末
に
近
い
劉
歆
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
読
者
が
皇

帝
以
外
の
不
特
定
多
数
に
拡
大
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
皇
帝
を
対

象
に
し
た
賦
も
作
ら
れ
る
し
、
そ
れ
を
模
し
た
賦
も
作
ら
れ
て
は
ゆ

く
の
だ
が
。
帝
王
以
外
の
読
者
を
想
定
し
て
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
初
め
て
、
作
者
が
自
分
の
経
歴
や
考
え
、
そ
し
て
不
満
を
開
陳

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
そ
れ
が
突
然
出
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
漢
の
中
葉

に
は
董
仲
舒
「
士
不
遇
賦
」
や
司
馬
遷
「
悲
士
不
遇
賦
」（
と
も
に

『
藝
文
類
聚
』
巻
三
十
・
人
部
・
怨
に
収
め
る
）
が
あ
っ
た
し
、
そ
も
そ

も
『
楚
辞
』
離
騒
で
、
不
遇
だ
っ
た
屈
原
の
イ
メ
ー
ジ
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、
恵
ま
れ
な
い
自
己
を
述
べ
る
歴
史
は
長
く
存
在
し

て
い
た
。
賦
の
源
流
の
一
つ
が
『
楚
辞
』
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ

ば
、
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
戦
国
時
代
か
ら
出
て
く
る
「
賢
人
失

志
の
賦
」（『
漢
書
』
芸
文
志
）
の
類
で
あ
る
。
し
か
し
、
劉
歆
の
こ
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ろ
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
自
己
、
と
く
に
隠
逸
す
る
自
己
を
述
べ
る

賦
が
増
え
て
く
る
の
は
、
賦
の
読
者
が
拡
大
し
て
一
般
化
し
て
い
く

の
と
関
係
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

董
仲
舒
「
士
不
遇
賦
」
で
は
、「
意
を
屈
し
て
人
に
従
う
は
、
吾

が
族
を
悲
し
ま
せ
、
身
を
正
し
て
時
を
俟
つ
は
、
将
に
木
に
就
か
ん

と
す
。
心
の
憂
う
る
も
、
禄
を
期
せ
ず
。
…
…
退
い
て
心
を
洗
い
て

内
に
訟う

っ
た

え
、
固
よ
り
亦
た
未
だ
其
の
従
う
所
を
知
ら
ず
。
上
世
の

清
暉
を
観
る
に
、
廉
士
は
煢
煢
と
し
て
帰
す
る
靡
し
。
殷
湯
に
卞
隨

と
務
光
と
有
り
、
周
武
に
伯
夷
と
叔
斉
と
有
り
。
孰
ぞ
身
を
素
業
に

反
し
、
世
俗
に
随
い
て
輪
転
す
る
莫
き
に
若
か
ん
や
。
情
を
矯
げ
て

百
利
を
獲
と
雖
も
、
心
を
復か

え

し
て
一
善
に
帰
す
る
に
如
か
ず
」
と
い

う
。
自
己
の
志
を
曲
げ
て
ま
で
仕
官
す
る
の
を
潔
し
と
せ
ず
、
そ
れ

な
ら
ば
む
し
ろ
隠
棲
し
て
死
を
迎
え
る
方
が
ま
し
だ
と
い
う
。

　

司
馬
遷
「
悲
士
不
遇
賦
」
で
は
、「
夫か

の
士
生
の
辰と
き

な
ら
ざ
る
を

悲
し
み
、
影
を
顧
み
て
独
り
存
す
る
を
愧
ず
。
…
…
世
を
没
し
て
聞

こ
ゆ
る
こ
と
無
き
は
、
古
人
惟
れ
恥は

ず
。
朝
に
聞
か
ば
夕
べ
に
死
す
、

孰
か
其
の
否
な
る
を
云
わ
ん
や
。
逆
順
環
周
し
、
乍
ち
没
し
乍
ち
起

こ
る
。
福
の
先
ん
ず
る
に
造い

た

る
無
く
、
禍
の
始
ま
る
に
触
る
る
無
し
。

之
を
自
然
に
委
ね
、
終
に
一
に
帰
せ
ん
」
と
い
う
。
こ
こ
で
も
あ
た

ら
才
能
を
有
し
な
が
ら
チ
ャ
ン
ス
に
め
ぐ
り
会
え
な
い
士
を
嘆
き
、

最
後
は
、
自
然
に
任
せ
よ
う
と
す
る
。
最
後
の
「
委
之
自
然
、
終
帰

一
矣
」
が
、
董
仲
舒
「
士
不
遇
賦
」
の
「
不
如
復
心
而
帰
一
善
」
に

酷
似
し
て
い
る
の
は
、
司
馬
遷
が
董
仲
舒
に
教
え
を
受
け
て
い
た
こ

と
を
想
起
す
る
と
不
思
議
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
司
馬
遷
が
董
仲
舒

の
賦
を
念
頭
に
置
い
て
創
作
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

の
ち
に
陶
淵
明
が
「
感
士
不
遇
賦
」
を
作
り
、
そ
の
序
で
「
昔
、

董
仲
舒
は
士
不
遇
賦
を
作
り
、
司
馬
子
長　

又
た
之
を
為つ

く

る
。
余
嘗

て
三
余
の
日
、
講
習
の
暇
を
以
て
、
其
の
文
を
読
み
、
慨
然
と
し
て

惆
悵
す
」
と
述
べ
、
董
仲
舒
・
司
馬
遷
の
賦
を
読
ん
で
心
打
た
れ
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
模
倣
し
て
こ
の
賦
を
作
っ
た
と
い
う
。

い
ず
れ
も
古
の
す
ぐ
れ
た
士
が
恵
ま
れ
ぬ
境
遇
で
死
ん
で
い
っ
た
こ

と
を
悲
し
み
、
し
か
し
己
の
信
念
を
貫
く
こ
と
の
尊
さ
と
決
意
を
述

べ
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
古
の
士
を
題
材
に
し
つ
つ
、
自

己
の
不
遇
を
悲
し
ん
で
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
自
己
を
語
る
賦
の
系
列
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
す

で
に
前
漢
末
の
劉
歆
「
遂
初
賦
」
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
行
旅
、
紀
行

⑪
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の
賦
で
は
あ
る
が
、
劉
歆
は
、
こ
こ
で
自
ら
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

遂
初
賦
者
、
劉
歆
所
作
也
。
歆
少
通
詩
書
、
能
屬
文
。
成
帝
召

爲
黄
門
侍
郎
・
中
壘
校
尉
・
侍
中
奉
車
都
尉
・
光
祿
大
夫
。
歆

好
左
氏
春
秋
、
欲
立
於
學
官
、
時
諸
儒
不
聽
。
歆
乃
移
書
太
常

博
士
、
責
讓
深
切
、
爲
朝
廷
大
臣
非
疾
、
求
出
補
吏
、
爲
河
内

太
守
。
又
以
宗
室
不
宜
典
三
河
、
徙
五
原
太
守
。
是
時
朝
政
已

多
失
矣
、
歆
以
論
議
見
排
擯
、
志
意
不
得
。
之
官
、
經
歷
故
晉

之
域
、
感
今
思
古
、
遂
作
斯
賦
、
以
歎
征
事
而
寄
己
意
。

（
遂
初
賦
は
、
劉
歆
の
作
る
所
也
。
歆 
少
く
し
て
詩
・
書
に
通
じ
、

能
く
文
を
属
す
。
成
帝 

召
し
て
黄
門
侍
郎
・
中
塁
校
尉
・
侍
中
奉
車

都
尉
・
光
禄
大
夫
と
為
す
。
歆 

左
氏
春
秋
を
好
み
、
学
官
に
立
て
ら

れ
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
、
時
に
諸
儒
聴
か
ず
。
歆 

乃
ち
太
常
博
士
に

移
書
し
て
、
責
譲
す
る
こ
と
深
切
、
朝
廷
大
臣
の
為
に
非
疾
せ
ら
れ
、

出
で
て
吏
に
補
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
め
、
河
内
太
守
と
為
る
。
又
た
宗

室
は
宜
し
く
三
河
を
典
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
五
原
太
守
に
徙
る
。

是
の
時 

朝
政
已
に
失
多
く
、
歆
は
論
議
を
以
て
排
擯
せ
ら
れ
、
志

意 

得
ず
。
官
に
之
き
、
故
晋
の
域
を
経
歴
し
、
今
に
感
じ
て
古
を
思

い
、
遂
に
斯
の
賦
を
作
り
、
以
て
征
事
を
歎
じ
て
己
の
意
を
寄
す
。）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
志
意
」
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
劉
歆
が
、
任
地

の
「
五
原
」（
現
在
の
内
蒙
古
自
治
区
・
包
頭
市
あ
た
り
）
に
赴
く
途
上
、

い
に
し
え
の
晋
の
地
を
通
過
し
た
時
に
、
故
事
を
引
い
て
自
ら
の
身

の
上
を
思
い
、
征
事
（
行
旅
？
）
に
託
し
て
自
己
の
意
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。「
故
晋
の
域
を
経
歴
し
」
た
と
い
う
の
と
対
応
し
て
、

賦
の
本
文
で
、
春
秋
時
代
の
「
晋
」
に
関
す
る
事
柄
を
多
く
用
い
て

い
る
。『
左
伝
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
史
書
の
引
用
が
頻
繁
に
見
ら

れ
る
の
は
、
彼
が
『
春
秋
』
と
く
に
『
左
伝
』
に
通
じ
て
い
た
こ
と

も
大
き
く
あ
ず
か
っ
て
い
よ
う
。

　

こ
の
「
序
」
は
、『
漢
書
』
劉
歆
伝
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、
劉
歆
が
自
ら
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、

前
漢
の
賦
に
序
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
序
が
必
要
に
な
る
の

は
、
ど
う
い
う
場
合
か
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
答
え
は
容
易
に
導
け
よ

う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
序
が
必
要
な
の
は
、
賦
が
作
ら
れ
る

背
景
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
で
あ
る
。
前
漢
の
賦
が
、
帝

王
を
主
な
相
手
と
し
て
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
背
景
を
説
明
す
る
必

要
は
な
い
。
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
そ
れ
を
一
般
の
読
者
向
け

に
再
編
成
す
る
時
で
あ
る
。
こ
こ
で
序
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
劉
歆

⑬
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の
伝
記
を
書
く
時
、
も
し
く
は
劉
歆
の
別
集
を
編
纂
す
る
際
で
は
な

か
っ
た
か
。

　

の
ち
の
時
代
の
賦
に
は
、
序
が
附
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

左
思
「
三
都
賦
」
は
自
序
に
加
え
て
、
皇
甫
謐
と
い
う
当
代
き
っ
て

の
有
名
文
人
に
頼
ん
で
、
序
を
執
筆
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
す
で
に
、

一
般
読
者
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
人
々
が
競

っ
て
書
写
し
、
た
め
に
洛
陽
の
紙
価
が
高
騰
し
た
と
さ
れ
る
。

　

班
固
「
両
都
賦
」
に
は
、
作
者
自
身
の
も
の
と
思
わ
れ
る
序
が
あ

る
。
こ
れ
を
模
し
た
張
衡
「
二
京
賦
」
に
は
序
は
な
い
。
た
だ
、
と

も
に
架
空
の
人
物
が
登
場
す
る
の
で
、
読
者
は
、
前
漢
・
司
馬
相
如

等
の
賦
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り

賦
の
制
作
さ
れ
た
背
景
が
、
仮
に
序
が
な
く
と
も
分
か
る
の
で
あ
る
。

揚
雄
「
甘
泉
賦
」
序
は
、『
漢
書
』
の
伝
を
一
部
抜
粋
し
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
、
劉
歆
「
遂
書
賦
」
の
例
に
似
て
い
る
。
た
だ
、
揚
雄

「
羽
猟
賦
」
に
は
長
文
の
序
が
あ
り
、
そ
の
最
後
に
「
賦
以
風
之
」

と
あ
り
、
作
っ
た
賦
を
後
日
、
ま
と
め
た
よ
う
に
見
え
る
。
自
作
の

序
で
あ
ろ
う
が
、
諷
諭
を
こ
め
て
作
っ
た
の
だ
と
い
う
、
一
種
、
作

者
の
弁
明
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

　

班
固
の
父
で
あ
る
班
彪
の
「
北
征
賦
」
に
は
、
冒
頭
に
「
余
」
と

い
う
一
人
称
が
い
き
な
り
出
て
く
る
。
当
時
は
、
五
言
詩
の
形
式
は

ま
だ
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
賦
が
主
た
る
形
式
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ

れ
を
用
い
て
自
分
の
行
動
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
作

品
は
、
劉
歆
「
遂
初
賦
」
を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
さ
て
、「
遂
初
賦
」
本
文
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

昔
遂
初
之
顯
祿
兮
、
遭
閶
闔
之
開
通
。
蹠
三
台
而
上
征
兮
、
入

北
辰
之
紫
官
。

（
昔 

遂
初
の
顕
禄
あ
り
、
閶
闔
の
開
通
す
る
に
遭
う
。
三
台
を
蹠ふ

み

て
上
に
征
き
、
北
辰
の
紫
官
に
入
る
。）

　

「
閭
闔
」
は
、
宮
門
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
が
開
い
た
と
は
、
抜

き
ん
で
ら
れ
て
仕
官
し
た
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
本
来
は
『
楚
辞
』

離
騒
に
、
天
門
と
し
て
見
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
天
門
が
開
い
て

「
離
騒
」
の
主
人
公
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
と
同
じ
状
況
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
初
志
を
遂
げ
る
よ
う
な
出
世
で
、
恵
ま
れ
た
官

位
に
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
劉
歆
の
伝
記
と
結
び
つ
け

れ
ば
、
成
帝
の
そ
ば
に
い
て
、
出
世
し
た
こ
と
か
ら
述
べ
始
め
る
の

で
あ
る
。
同
時
に
「
離
騒
」
の
主
人
公
の
よ
う
な
、
こ
れ
か
ら
の
困

⑭
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難
を
予
感
さ
せ
る
。

…
…
遭
陽
侯
之
豐
沛
兮
、
乘
素
波
以
聊
戾
。
得
玄
武
之
嘉
兆
兮
、

守
五
原
之
烽
燧
。
二
乘
駕
而
既
俟
、
僕
夫
期
而
在
涂
。
馳
太
行

之
嚴
防
兮
、
入
天
井
之
喬
關
。
…
…
昔
仲
尼
之
淑
聖
兮
、
竟
隘

窮
乎
蔡
陳
。
彼
屈
原
之
貞
専
兮
、
卒
放
沈
於
湘
淵
。
何
方
直
之

難
容
兮
、
柳
下
黜
而
三
辱
。
蘧
瑗
抑
而
再
奔
兮
、
豈
材
知
之
不

足
。

（
陽
侯
の
豊
沛
た
る
に
遭
い
、
素
波
に
乗
り
て
以
て
聊
か
戻
る
。
玄
武

の
嘉
兆
を
得
て
、
五
原
の
烽
燧
を
守
る
。
二
乗
駕
あ
り
て
既
に
俟
ち
、

僕
夫 

期
し
て
涂
に
在
り
。
太
行
の
厳
防
を
馳
せ
、
天
井
の
喬
関
に
入

る
。
…
…
昔 

仲
尼
の
淑
聖
な
る
も
、
竟つ
い

に
隘
し
て
蔡
陳
に
窮
す
。
彼

の
屈
原
の
貞
専
な
る
も
、
卒
に
放
た
れ
て
湘
淵
に
沈
む
。
何
ぞ
方
直
の

容
れ
ら
れ
難
き
、
柳
下
は
黜
け
ら
れ
て
三
た
び
辱
め
ら
る
。
蘧
瑗
は
抑

え
ら
れ
て
再
び
奔
る
、
豈
に
材
知
の
足
ら
ざ
ら
ん
や
。）

　

「
陽
侯
」
は
、『
楚
辞
』
九
章
・
哀
郢
等
に
も
見
え
る
波
の
神
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
波
を
い
い
、
波
が
荒
れ
狂
う
さ
ま
を
形

容
す
る
「
豐
沛
」
と
併
せ
れ
ば
、
朝
廷
の
反
対
に
遭
っ
て
河
内
へ
出

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
喩
え
て
い
る
。
次
い
で
「
玄
武
」
は
北

方
の
神
で
あ
る
か
ら
、「
嘉
兆
」
と
は
、
北
地
で
活
躍
で
き
る
こ
と

を
い
う
。「
太
行
」
は
、
山
西
省
と
河
北
省
の
間
の
い
わ
ゆ
る
太
行

山
脈
で
、「
天
井
」
は
、
太
行
山
の
山
頂
に
あ
る
関
所
で
、
三
個
所

の
井
戸
が
あ
る
こ
と
に
ち
な
む
と
い
う
。

　

こ
こ
で
劉
歆
は
自
ら
の
思
い
通
り
に
ゆ
か
ず
、
北
方
へ
転
出
し
た

こ
と
を
述
べ
、
過
去
の
同
類
の
事
例
を
引
用
す
る
。
孔
子
・
屈
原
、

そ
し
て
春
秋
時
代
の
魯
国
の
柳
下
恵
、
同
じ
く
衛
国
の
蘧
瑗
と
い
っ

た
、
才
が
あ
り
な
が
ら
、
恵
ま
れ
な
い
状
況
に
陥
っ
た
人
の
例
を
引

い
て
、
自
己
に
な
ぞ
ら
え
る
。
才
能
あ
る
人
が
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
、
そ
れ
を
見
出
し
て
活
用
す
る
人
が
い
な
い
、
と
い
う
常
套
的
な

表
現
で
ま
と
め
る
。

颯
凄
愴
以
慘
怛
兮
、
慽
風
漻
以
冽
寒
。
獸
望
浪
以
穴
竄
兮
、
鳥

脇
翼
之
浚
浚
。
山
蕭
瑟
以
鵾
鳴
兮
、
樹
木
壞
而
哇
吟
。

（
颯
は
凄
愴
と
し
て
以
て
惨
怛
た
り
、
慽い
た

ま
し
き
は
風
の
漻
と
し
て
以

て
冽
寒
た
る
。
獣
は
浪
を
望
み
て
以
て
穴
に
竄か

く

れ
、
鳥
は
翼
を
脇す
ぼ

め
て

浚
浚
た
り
。
山
は
蕭
瑟
と
し
て
以
て
鵾
は
鳴
き
、
樹
木
は
壊
れ
哇
吟

す
。）

　

疾
風
が
凄
ま
じ
く
、
痛
ま
し
く
吹
き
す
さ
び
、
も
の
寂
し
く
寒
々

⑮
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し
い
。
獣
や
鳥
も
身
を
潜
め
た
り
、
羽
を
す
ぼ
め
て
低
く
伏
せ
る
ほ

ど
。
大
鳥
は
寂
し
げ
な
声
を
あ
げ
、
折
れ
た
樹
木
は
大
き
な
音
を
立

て
る
と
、
北
の
辺
境
地
帯
の
荒
涼
と
し
た
情
景
を
描
い
て
い
る
。
そ

し
て
、
最
後
は
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

反
情
素
於
寂
漠
兮
、
居
華
體
之
冥
冥
。
玩
書
琴
以
條
暢
兮
、
考

性
命
之
變
態
。
運
四
時
而
覽
陰
陽
兮
、
總
萬
物
之
珍
怪
。
雖
窮

天
地
之
極
變
兮
、
曾
何
足
乎
留
意
。
長
恬
淡
以
懽
娯
兮
、
固
賢

聖
之
所
喜
。

（
情
素
を
寂
漠
に
反
し
、
華
体
を
之
れ
冥
冥
に
居
ら
し
む
。
書

琴
を
玩
び
以
て
条
暢
し
、
性
命
の
変
態
を
考
う
。
四
時
を
運
ら

せ
て
陰
陽
を
覧
、
万
物
の
珍
怪
を
総
ぶ
。
天
地
の
極
変
を
窮
む
と
雖
も
、

曾
ち
何
ぞ
意
を
留
む
る
に
足
ら
ん
や
。
長
く
恬
淡
と
し
て
以
て
懽
娯
す

る
は
、
固
よ
り
賢
聖
の
喜
ぶ
所
な
り
。）

　

「
情
素
」
す
な
わ
ち
、
ま
ご
こ
ろ
を
寂
寞
に
返
し
、
身
体
を
暗
く

奥
深
い
と
こ
ろ
に
置
く
の
は
、
老
荘
思
想
的
な
考
え
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
隠
逸
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
書
琴
を
玩
」
ん
で
「
條
暢
」

す
る
の
も
、
つ
ま
り
気
持
ち
を
伸
び
や
か
に
す
る
と
い
う
の
も
、
隠

棲
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
自
己
の
心
を
、
万
物
の
大
い
な
る
運
行
に

ま
か
せ
て
、
恬
淡
と
し
て
楽
し
む
こ
と
に
価
値
を
見
出
す
と
い
う
の

も
、
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
自
己
の
才
能
を
生
か

し
て
く
れ
な
い
状
況
か
ら
距
離
を
置
い
て
、
生
き
る
方
針
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

亂
曰
、
處
幽
潜
德
、
含
聖
神
兮
。
抱
奇
内
光
、
自
得
眞
兮
。
寵

幸
浮
寄
、
奇
無
常
兮
。
寄
之
去
留
、
亦
何
傷
兮
。
大
人
之
度
、

品
物
齊
兮
。
舍
位
之
過
、
忽
若
遺
兮
。
求
位
得
位
、
固
其
常
兮
。

守
信
保
己
、
比
老
彭
兮
。

（
乱
に
曰
く
、
幽
に
処
り
て
徳
を
潜
め
、
聖
神
を
含
む
。
奇
を
抱
い
て

内
に
光か
が
や

き
、
自
ら
真
を
得
。
寵
幸
せ
ら
る
る
も
浮
寄
、
奇
に
し
て
常

無
し
。
之
を
去
留
に
寄
す
れ
ば
、
亦
た
何
を
か
傷
ま
ん
や
。
大
人
の
度

あ
れ
ば
品
物
齊
し
。
位
を
舎
つ
る
の
過
、
忽
と
し
て
遺わ
す

る
る
が
若
し
。

位
を
求
む
れ
ば
位
を
得
、
固
よ
り
其
れ
常
な
り
。
信
を
守
り
己
を
保
ち
、

老
彭
に
比
せ
ん
。）

　

定
め
な
く
、
仮
に
身
を
寄
せ
る
意
の
「
浮
寄
」、
生
死
を
表
す

「
去
留
」
と
い
っ
た
語
を
並
べ
て
、
自
然
の
運
行
に
生
死
を
任
せ
る

こ
と
を
い
う
。「
品
物
」
は
万
物
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
斉

し
」
い
と
は
、『
荘
子
』
斉
物
論
篇
を
想
起
さ
せ
る
。「
位
を
舎
つ
」
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は
、
官
位
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
価
値
を
持
っ

た
、
大
人
の
風
格
を
そ
な
え
た
生
き
方
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
老

彭
」
は
、
老
聃
と
彭
祖
で
長
寿
の
代
表
と
し
て
用
い
て
い
る
が
、

「
守
信
保
己
、
比
老
彭
兮
」
は
、
む
ろ
ん
『
論
語
』
述
而
篇
の
「
述

而
不
作
、
信
而
好
古
、
竊
比
於
我
老
彭
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

　

伊
藤
正
文
「
所
謂
「
紀
行
」
の
賦
に
つ
い
て
」
は
次
の
よ
う
に
い

う
。「
現
存
す
る
「
紀
行
」
の
賦
、
特
に
後
漢
期
の
作
品
は
殆
ど
史

家
の
手
に
な
る
。
班
彪
・
曹
大
家
は
勿
論
の
こ
と
、
劉
歆
は
「
左

伝
」
を
大
い
に
好
み
、
蔡
邕
は
「
漢
志
」
の
続
成
を
志
し
た
人
で
あ

る
。「
紀
行
」
の
賦
が
、
土
地
を
経
歴
し
て
今
に
感
じ
古
を
思
う
て

作
る
も
の
で
あ
り
、
…
…
史
家
に
は
甚
だ
適
し
た
賦
の
類
と
言
え
よ

う
」。

　

確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
り
、
紀
行
の
賦
と
史
家
の
関
係
は
看
過
で

き
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
今
に
感
じ
て
古
を
思
っ
た
際
、
そ
の
思

い
を
述
べ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
、
賦
の
他
に
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

司
馬
遷
は
『
史
記
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
で
、
自
分
の
考
え
を
述
べ
た

が
、
そ
れ
は
自
ら
の
思
い
を
陳
述
す
る
場
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
。
川
合
康
三
『
中
国
の
自
伝
文
学
』
は
、
自
伝
に
相
当
す
る
も

の
を
た
ど
る
中
で
、
司
馬
遷
『
史
記
』
太
史
公
自
序
か
ら
始
め
て
、

班
固
『
漢
書
』
叙
伝
、
王
充
『
論
衡
』
自
紀
篇
、
曹
丕
『
典
論
』
自

叙
、
葛
洪
『
抱
朴
子
』
と
続
け
て
行
く
。
む
ろ
ん
「
太
史
公
自
序
」

が
雛
形
と
な
っ
た
た
め
に
、
後
世
の
作
者
が
そ
れ
に
範
を
取
っ
た
か

ら
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
自
ら
の
考
え
を
述
べ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

形
式
が
著
書
の
自
序
の
他
に
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
強

い
て
い
え
ば
、
司
馬
遷
も
「
感
士
不
遇
賦
」
を
制
作
し
て
い
る
よ
う

に
、
著
書
の
賛
や
序
の
他
は
賦
く
ら
い
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
、
お
よ
そ
志
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
作
品
を

書
く
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
伝
的
要
素
の
う
ち
、
不
運
、
不
遇

を
主
と
し
て
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
原
型
は
や
は
り
屈
原
に
求

め
ら
れ
よ
う
。
賦
は
『
楚
辞
』
を
そ
の
源
流
の
一
つ
に
し
て
い
る
以

上
、「
離
騒
」
を
は
じ
め
と
し
た
、
屈
原
を
思
わ
せ
る
人
物
の
天
界

遊
行
に
な
ら
っ
て
、
そ
れ
を
地
上
に
移
し
た
彷
徨
を
、
紀
行
と
し
て

書
こ
う
と
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
界
の
彷
徨
を
地
上

に
移
し
た
も
の
が
、
紀
行
の
賦
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
『
楚

辞
』
に
も
地
上
で
の
彷
徨
が
見
ら
れ
る
が
、
重
点
は
天
界
の
遊
行
に

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
紀
行
の
賦
に
「
言
志
」
の
要
素
が

⑯
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濃
厚
に
見
ら
れ
る
現
象
が
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。　　

　

劉
歆
「
遂
初
賦
」
を
継
ぐ
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
崔
篆

「
慰
志
賦
」
で
あ
ろ
う
。『
後
漢
書
』
崔
駰
伝
に
、
崔
駰
の
祖
父
で

あ
る
崔
篆
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
崔
篆
は
王

莽
の
時
に
、
涿
郡
の
「
文
学
」
す
な
わ
ち
学
校
の
教
員
に
な
り
、
そ

の
後
、
中
央
官
庁
に
招
か
れ
る
が
、
辞
任
す
る
。
兄
の
崔
発
も
母
の

師
氏
も
、
王
莽
に
気
に
入
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
大
司
空
、
養
成
夫
人

と
な
っ
て
い
る
。
後
漢
に
な
っ
て
崔
篆
を
朝
廷
に
薦
め
る
者
が
い
た

が
、
一
族
そ
ろ
っ
て
王
莽
の
恩
寵
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、

辞
し
て
門
を
閉
ざ
し
著
述
に
専
念
す
る
。
そ
し
て
、「
終
わ
り
に
臨

ん
で
賦
を
作
り
以
て
自
ら
悼
み
、
名
づ
け
て
「
慰
志
」
と
曰
う
」
と

し
て
賦
を
録
す
る
。

　

晩
年
、
自
ら
を
悼
ん
で
作
っ
た
と
い
う
「
慰
志
賦
」
は
、
楚
辞
体

の
賦
で
整
然
と
し
た
六
字
句
を
連
ね
、
奇
数
句
末
す
べ
て
に
「
兮
」

字
を
置
い
て
い
る
。
全
六
十
句
、
三
百
九
十
字
で
あ
る
か
ら
、
比
較

的
短
い
賦
に
属
す
る
。
内
容
は
、
歴
史
上
の
事
柄
と
く
に
天
子
と
臣

下
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
、
次
い
で
自
ら
の
経
歴
を
略
述
し
た
後
、

最
後
は
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

遂
懸
車
以
縶
馬
兮
、
絶
時
俗
之
進
取
。
歎
暮
春
之
成
服
兮
、
闔

衡
門
以
埽
軌
。
聊
優
游
以
永
日
兮
、
守
性
命
以
盡
齒
。
貴
啓
體

之
歸
全
兮
、
庶
不
忝
乎
先
子
。

（
遂
に
車
を
懸
け
て
以
て
馬
を
縶つ
な

ぎ
、
時
俗
の
進
取
せ
ん
と
す
る
を
絶

つ
。
暮
春
の
成
服
を
歎
じ
、
衡
門
を
闔と

ざ
し
て
以
て
軌
を
埽は
ら

う
。
聊
か

優
游
し
て
以
て
日
を
永
く
し
、
性
命
を
守
り
て
以
て
歯
を
尽
く
さ
ん
。

体
を
啓
き
て
全
き
を
帰
さ
ん
こ
と
を
貴
び
、
先
子
を
忝
は
ず
か
し

め
ざ
ら
ん
こ

と
を
庶
う
。）

　

こ
こ
で
は
、
官
を
退
い
て
、
競
争
に
明
け
く
れ
る
世
俗
と
の
縁
を

絶
ち
、
木
を
横
に
渡
し
た
だ
け
の
冠
木
門
を
閉
ざ
し
て
、
俗
世
の
跡

を
払
い
、
悠
々
と
し
て
天
命
を
全
う
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。「
啓

体
」
は
、
孔
子
の
弟
子
の
曾
参
が
い
ま
わ
の
際
に
、
弟
子
た
ち
を
呼

ん
で
手
足
を
調
べ
さ
せ
た
こ
と
（『
論
語
』
泰
伯
篇
）
を
ふ
ま
え
て
、

死
ぬ
間
際
に
、
父
母
か
ら
の
授
か
り
物
で
あ
る
肉
体
に
傷
が
つ
い
て

い
な
い
か
を
調
べ
、
完
全
な
ま
ま
で
死
ぬ
の
を
願
う
こ
と
で
あ
る
。

「
先
子
」
は
、
こ
こ
で
は
父
母
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　

晩
年
に
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
思
い
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
む

し
ろ
、
自
己
を
慰
め
、
語
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
。
い
ず
れ
に
し
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て
も
、
隠
逸
の
志
向
を
明
確
に
示
し
て
い
る
点
は
、
注
意
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

四　

後
漢
後
期
の
賦

　

後
漢
の
文
人
で
、
自
己
を
語
る
賦
の
系
列
に
属
す
る
作
品
を
の
こ

し
た
の
は
、
後
漢
中
期
で
、
最
大
の
文
人
と
い
う
べ
き
、
張
衡
に
指

を
屈
す
る
で
あ
ろ
う
。『
後
漢
書
』
本
伝
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

才 

世
に
高
し
と
雖
も
、
驕
尚
の
情
無
し
。
常
に
従
容
淡
静
に

し
て
、
俗
人
と
交
接
す
る
を
好
ま
ず
。
永
元
中
（
八
九

－

一
〇

五
）、
孝
廉
に
挙
げ
ら
る
る
も
行
か
ず
、
連し
き

り
に
公
府
に
辟め

さ

る
る
も
就
か
ず
。
時
に
天
下
承
平
な
る
こ
と
日
久
し
、
王
侯
自

り
以
下
、
踰
侈
せ
ざ
る
莫
し
。
衡
乃
ち
班
固
の
両
都
に
擬
し
て
、

「
二
京
賦
」
を
作
り
、
因
り
て
以
て
諷
諫
す
。
…
…
後 
侍
中

に
遷
り
、
帝 

引
き
て
帷
幄
に
在
り
、
左
右
に
諷
議
せ
し
む
。

嘗
て
衡
に
天
下
の
疾
悪
す
る
所
の
者
を
問
う
。
宦
官 

其
の
己

を
毀そ

し

ら
ん
こ
と
を
懼
れ
、
皆
な
共
に
之
を
目
し
、
衡
乃
ち
詭
対

し
て
出い

ず
。
閹
豎 

終
に
其
の
患
を
為
す
を
恐
れ
、
遂
に
共
に

之
を
讒
す
。
衡 

常
に
身
を
図
る
の
事
を
思
い
、
以
為
ら
く
吉

凶
は
倚
伏
し
、
幽
微
は
明
ら
か
に
し
難
し
と
。
乃
ち
「
思
玄

賦
」
を
作
り
て
、
以
て
情
志
を
宣
べ
寄
す
。

　

張
衡
が
「
思
玄
賦
」（『
文
選
』
巻
十
五
に
も
収
め
る
）
を
制
作
し
た

の
は
、「
吉
凶
は
倚
伏
し
、
幽
微
は
明
ら
か
に
し
難
し
」
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
と
す
る
。「
吉
凶
は
倚
伏
し
、
幽
微
は
明
ら
か
に
し
難

し
」
は
、「
思
玄
賦
」
の
中
に
見
え
る
「
夫
れ
吉
凶
の
相
い
仍よ

り
、

恒
に
反
側
し
て
所
靡
し
。
…
…
親
し
く
睇み

る
所
に
し
て
識
ら
ず
、
矧

ん
や
幽
冥
の
信
ず
可
け
ん
を
や
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
ま
た
こ
の
賦
の
眼
目
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
吉
凶
が
つ

な
が
っ
て
も
つ
れ
る
と
い
う
の
は
、
吉
に
見
え
て
も
、
そ
れ
が
凶
に

な
り
、
凶
に
見
え
て
も
、
そ
れ
が
吉
に
な
る
こ
と
で
、
班
固
「
幽
通

賦
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
幽
微
な
世
界
が
測
り
が
た
い
も
の
で
あ

る
こ
と
も
、「
幽
通
賦
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
。『
文
選
』
が
こ
の
賦

を
「
幽
通
賦
」
の
次
に
置
き
、『
歴
代
賦
彙
』
も
同
様
の
配
置
を
す

る
の
は
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
長
大
な
賦
で
張
衡
は
自
ら
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
儒
学
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
、
行
動
を
律
し
て
き
た
が
、
世

の
乱
れ
に
あ
っ
て
、
自
分
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

⑱
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天
上
世
界
へ
行
き
、
東
・
南
・
西
へ
そ
れ
ぞ
れ
彷
徨
す
る
が
、
か
な

わ
ず
、
北
方
へ
行
き
、
天
門
か
ら
入
る
。
こ
の
あ
た
り
の
展
開
で
は
、

神
々
の
世
界
を
経
め
ぐ
っ
て
い
る
。『
楚
辞
』
離
騒
の
世
界
に
則
っ

て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
天
上
か
ら
故
郷
を
見
て

帰
郷
の
念
に
か
ら
れ
、
地
上
世
界
、
す
な
わ
ち
故
郷
へ
も
ど
っ
て
く

る
。
そ
し
て
、
最
後
は
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

共
夙
昔
而
不
貳
兮
、
固
終
始
之
所
服
也
。
夕
惕
若
厲
以
省
諐
兮
、

懼
余
身
之
未
勑
也
。
苟
中
情
之
端
直
兮
、
莫
吾
知
而
不
恧
。
墨

無
爲
以
凝
志
兮
、
與
仁
義
乎
消
搖
。
不
出
戸
而
知
天
下
兮
、
何

必
歷
遠
以
劬
勞
。

（
夙
昔
に
共つ
つ

し
ん
で
貳
せ
ず
、
終
始
の
服
す
る
所
を
固
く
す
る
也
。
夕

べ
に
惕
若
し
厲
み
て
以
て
諐
を
省
み
、
余
が
身
の
未
だ
勑と
と
の

わ
ざ
る
を

懼
る
也
。
苟
く
も
中
情
の
端
直
な
ら
ば
、
吾
を
知
る
も
の
莫
き
も
恧は

じ

ず
。
墨
し
て
無
為
に
し
て
以
て
志
を
凝
ら
し
、
仁
義
と
与
に
消
搖
せ
ん
。

戸
を
出
で
ず
し
て
天
下
を
知
る
、
何
ぞ
必
ず
し
も
遠
き
を
歴
て
以
て
劬

労
せ
ん
。）

　

「
夙
昔
に
共
し
」
む
云
々
と
は
、
過
去
に
つ
つ
し
ん
で
、
道
に
た

が
わ
ず
、
自
ら
の
務
め
と
す
る
所
を
守
る
こ
と
。「
惕
若
」
云
々
は
、

過
ち
を
犯
さ
ぬ
か
と
畏
れ
つ
つ
し
み
、
気
に
か
け
る
こ
と
。「
夕

べ
」
云
々
な
る
表
現
が
『
楚
辞
』
に
頻
出
す
る
こ
と
も
容
易
に
想
起

で
き
る
。
さ
て
、「
墨
し
て
」
す
な
わ
ち
「
黙
し
て
」
無
為
の
状
態

で
、
遠
く
へ
行
か
ず
、
蟄
居
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
。
こ
れ
も
、

主
体
的
に
選
び
取
っ
た
生
き
方
と
い
う
よ
り
も
、
己
の
志
が
か
な
わ

な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
為
し
た
、
自
己
弁
明
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

『
楚
辞
』
の
形
式
を
借
り
て
い
る
の
は
、
や
は
り
自
ら
を
屈
原
に

な
ぞ
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
天
上
遊
行
の
発
想
と
描
写
も
「
離

騒
」
な
ど
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
天
上
遊
行
を
そ
の
ま
ま
地

上
に
移
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
官
界
を
辞
し
て
田
園
に
戻
る
と
い
う

移
動
を
述
べ
た
の
が
、
張
衡
「
帰
田
賦
」（『
文
選
』
巻
十
五
）
で
あ

る
。
き
わ
め
て
短
い
こ
の
賦
の
中
で
、
自
ら
の
才
を
生
か
す
こ
と
が

か
な
わ
ず
、「
蔡
子
の
慷
慨
に
感
じ
、
唐
生
に
従
い
て
以
て
疑
を
決

す
。
諒
に
天
道
の
微
昧
な
る
」
と
い
う
。
不
遇
で
あ
っ
た
戦
国
時
代

の
秦
の
蔡
沢
が
、
唐
挙
に
人
相
を
見
て
も
ら
っ
た
故
事
を
引
用
し
て
、

志
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
、「
天
道
の
微
昧
」
で
あ

る
こ
と
に
言
及
す
る
。
人
間
の
運
命
が
奥
深
く
、
測
り
が
た
い
と
い

う
の
は
、
先
に
引
い
た
『
後
漢
書
』
張
衡
伝
の
「
幽
微
は
明
ら
か
に

⑲
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し
難
し
」
と
同
内
容
で
あ
る
。
天
上
と
地
上
と
場
所
こ
そ
違
え
、
と

も
に
志
が
か
な
わ
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お　

わ　

り　

に　

　

前
章
で
挙
げ
た
賦
と
類
似
し
た
内
容
を
も
つ
も
の
に
、
後
漢
末
期

の
仲
長
統
の
四
言
詩
二
篇
が
あ
る
。
そ
の
制
作
の
経
緯
に
つ
い
て
、

『
後
漢
書
』
仲
長
統
伝
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

常
に
以
為
え
ら
く
、
凡
そ
帝
王
に
遊
ぶ
者
は
、
以
て
身
を
立
て

名
を
揚
げ
ん
と
欲
す
る
耳
、
而
る
に
名
は
常
に
は
存
せ
ず
、
人

生
は
滅
し
易
し
、
優
遊
偃
仰
し
て
、
以
て
自
ら
娯
し
む
可
く
、

居
を
清
曠
な
る
に
卜
し
て
、
以
て
其
の
志
を
楽
し
ま
し
め
ん
と

欲
す
。
…
…
又
た
詩
二
篇
を
作
り
て
、
以
て
其
の
志
を
見
す
。

　

帝
王
の
も
と
に
出
入
り
す
る
者
は
、
名
声
を
揚
げ
よ
う
と
す
る
だ

け
で
あ
る
が
、
名
声
が
い
つ
も
揚
が
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
の
世
は

短
い
。
よ
っ
て
、
ゆ
っ
た
り
の
ん
び
り
し
て
楽
し
も
う
と
言
う
。

　

詩
の
第
一
篇
の
末
尾
は
、「
六
合
之
内
、
恣
心
所
欲
。
人
事
可
遺
、

何
爲
局
促
。（
六
合
の
内
、
心
の
欲
す
る
所
を
恣
に
す
。
人
事
は
遺
る
可
く
、

何
為
れ
ぞ
局
促
せ
ん
。）」
と
結
び
、
世
界
の
中
で
、
思
う
ま
ま
に
生
き
、

人
間
世
界
の
こ
と
を
忘
れ
、
ち
ぢ
こ
ま
っ
て
生
き
る
こ
と
は
す
る
ま

い
、
と
い
う
。

　

第
二
篇
で
は
、
あ
れ
こ
れ
思
い
悩
ん
で
も
何
に
も
な
ら
な
い
、
己

自
身
が
肝
要
で
あ
る
と
う
た
い
、
最
後
は
、「
叛
散
五
經
、
滅
棄
風

雅
。
百
家
雜
碎
、
請
用
從
火
。
抗
志
山
西
、
游
心
海
左
。
元
氣
為
舟
、

微
風
爲
柂
。
敖
翔
太
清
、
縱
意
容
冶
。（
五
経
を
叛
散
し
、
風
雅
を
滅

棄
す
。
百
家
の
雑
碎
、
用
て
火
に
従
わ
ん
こ
と
を
請
う
。
志
を
山
の
西
に
抗

げ
、
心
を
海
の
左
に
游
ば
し
む
。
元
気
を
舟
と
為
し
、
微
風
を
柂
と
為
す
。

太
清
に
敖
翔
し
、
意
を
縱
に
し
て
容
冶
せ
ん
。）」
で
、
五
経
に
そ
っ
ぽ
を

向
き
、
詩
経
を
捨
て
去
る
。
ご
た
ご
た
し
た
諸
子
百
家
は
、
火
に
く

べ
る
。
根
源
の
気
を
舟
に
し
て
、
微
風
を
舟
の
か
い
に
す
る
。
天
高

く
飛
翔
し
、
心
ゆ
く
ま
ま
に
遊
び
楽
し
も
う
。
と
結
ぶ
。

　

世
間
を
離
れ
て
暮
ら
す
生
き
方
を
貴
ぶ
考
え
が
、
後
漢
末
の
こ
の

時
期
、
あ
る
程
度
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
そ
の
上
に

立
っ
て
、
こ
う
し
た
決
意
表
明
を
四
言
詩
で
述
べ
て
い
る
。『
後
漢

書
』
本
伝
に
よ
れ
ば
、
仲
長
統
は
「
性
俶
儻
、
敢
え
て
直
言
し
、
小

節
に
矜つ

つ
し

ま
ず
、
黙
語
常
無
く
、
時
人
或
い
は
之
を
狂
生
と
謂
う
」

で
あ
っ
た
。
狂
人
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
特
異
な
人
と
な
り
で
あ
っ
た
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点
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
内
容
で
「
志
を
見
し
」
た
詩
は
、
例

外
的
な
存
在
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
後
漢

書
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
後
漢
末
期
に
な
れ
ば
詩

に
お
い
て
志
を
示
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
点
、
だ
が
、
そ
れ
は
五

言
詩
で
は
な
く
四
言
詩
で
あ
っ
た
点
が
確
認
で
き
る
。
と
同
時
に
、

後
漢
に
お
い
て
、
か
か
る
志
を
あ
ら
わ
す
ジ
ャ
ン
ル
は
、
や
は
り
賦

が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。「
詩
は
志
を
言
う
」

（『
尚
書
』
舜
典
）
や
「
詩
な
る
者
は
志
の
之
く
所
也
。
心
に
在
り
て

志
と
為
り
、
言
に
発
し
て
詩
と
為
る
」（『
毛
詩
』
大
序
）
と
あ
る
か

ら
、
詩
で
志
を
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
が
詩
で
は
な

く
賦
が
選
ば
れ
た
の
は
、
詩
は
『
詩
経
』
の
詩
と
い
う
規
範
意
識
が

強
く
は
た
ら
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

註①　
『
御
定
歴
代
賦
彙
』、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
四
年
影
印
本
に
拠
る
。

②　
『
文
選
』
巻
十
四
。

③　

谷
口
洋
「
賦
に
自
序
を
つ
け
る
こ
と
─
─
両
漢
の
交
に
お
け
る
「
作

者
」
の
め
ざ
め
─
─
」（『
東
方
学
』
第
一
一
九
輯
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、

賦
に
附
さ
れ
た
序
を
手
が
か
り
に
、
作
者
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
。

④　

藤
原
尚
「「
幽
通
の
賦
」
の
性
命
に
つ
い
て
」（『
広
島
女
子
大
学
文

学
部
紀
要
』
一
四
号
、
一
九
七
九
年
）
九
一
ペ
ー
ジ
に
、「
自
序
伝
的

発
想
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
離
騒
の
冒
頭
の
、「
帝
高
陽
の
苗
裔
に
し

て
、
朕
が
皇
考
を
伯
庸
と
曰
ふ
」
と
あ
る
の
を
意
識
し
て
い
た
に
相
違

な
い
」
と
い
わ
れ
る
。

⑤　

荘
子
に
つ
い
て
は
『
荘
子
』
天
地
篇
の
「
万
物
は
一
府
、
死
生
は
同

状
な
り
」
や
、
刻
意
篇
の
「
聖
人
の
生
や
…
…
福
の
先
と
為
ら
ず
、
禍

の
始
め
と
為
ら
ず
。
…
…
其
の
生
や
浮
か
ぶ
が
若
く
、
其
の
死
や
休
む

が
若
し
」、
賈
誼
に
つ
い
て
は
、「
鵩
鳥
賦
」（『
文
選
』
巻
十
三
）
の

「
忽
然
と
し
て
人
と
為
る
も
、
何
ぞ
控
摶
す
る
に
足
ら
ん
や
。
化
し
て

異
物
と
為
る
も
、
又
た
何
ぞ
患
う
る
に
足
ら
ん
。
…
…
其
の
生
や
浮
か

ぶ
が
若
く
、
其
の
死
や
休
む
が
若
し
。
澹
乎
と
し
て
深
泉
の
静
か
な
る

が
若
く
、
泛
乎
と
し
て
繫
が
ざ
る
の
舟
の
若
し
。
生
の
故
を
以
て
自
ら

宝
と
せ
ず
、
空
し
き
を
養
い
て
浮
か
ぶ
」
な
ど
、
生
に
恋
々
と
し
な
い

と
こ
ろ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑥　
『
後
漢
書
』
班
固
伝
。

⑦　

岡
村
繁
「
班
固
と
張
衡
─
─
そ
の
創
作
態
度
の
異
質
性
─
─
」（『
小

尾
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』、
第
一
学
習
社
、
一
九
七
六
年
）

一
四
三
ペ
ー
ジ
。

⑧　

藤
原
尚
「「
幽
通
の
賦
」
の
性
命
に
つ
い
て
」（
注
④
所
掲
）
八
三
・

八
四
ペ
ー
ジ
。
藤
原
氏
は
、
揚
雄
「
反
離
騒
」
の
末
尾
に
「
夫
の
聖
哲

の
遭
は
ざ
る
、
固
よ
り
時
命
の
有
る
所
」
と
あ
る
の
を
挙
げ
る
。
こ
れ

は
、
当
時
「
離
騒
」
が
も
っ
て
い
た
伝
統
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
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に
班
固
が
揚
雄
の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
答
賓
戯
」（『
文
選
』
巻
四
十
五
）
に
は
「
皆
な
命
を
竢
っ

て
神
交
わ
り
」
の
表
現
が
あ
る
。

⑨　

楠
山
春
樹
「『
淮
南
子
』
に
お
け
る
人
間
観
─
─
禍
福
論
を
中
心
と

し
て
─
─
」（
金
谷
治
編
『
中
国
に
お
け
る
人
間
性
の
探
究
』、
創
文
社
、

一
九
八
三
年
）
二
〇
五
ペ
ー
ジ
以
下
。

⑩　

銭
鍾
書
『
管
錐
編
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）
三
三
六
ペ
ー
ジ
、

三
八
黥
布
列
伝
で
、
班
固
「
幽
通
賦
」
の
「
三
欒
」
が
「
一
体
」
だ
と

い
う
表
現
に
つ
い
て
、
仏
典
に
見
え
る
同
一
人
が
受
け
る
「
一
身
輪

迴
」
と
は
違
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑪　
『
漢
書
』
芸
文
志
で
は
、
詩
賦
略
の
、
陸
賈
に
始
ま
る
二
番
目
の
グ

ル
ー
プ
に
「
司
馬
遷
賦
八
篇
」「
揚
雄
賦
十
二
篇
」
が
あ
る
が
、
董
仲

舒
の
名
は
見
え
な
い
。
諸
子
略
・
儒
家
類
に
、「
陸
賈
二
十
三
篇
」「
賈

誼
五
十
八
篇
」「
董
仲
舒
百
二
十
三
篇
」、
揚
雄
の
太
玄
経
、
法
言
の
序

な
ど
「
序
三
十
八
篇
」
も
見
え
る
。
董
仲
舒
の
賦
は
こ
こ
に
入
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
董
仲
舒
は
他
に
賦
が
な
い
の

で
、
わ
ざ
わ
ざ
詩
賦
類
に
入
れ
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
そ

の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
歌
詩
の
類
に
は
、「
臨
江
王
及
愁
思

節
士
歌
詩
四
篇
」
を
収
め
る
が
、「
愁
思
節
士
」
が
誰
を
指
す
の
か
は

明
ら
か
で
な
い
。

⑫　

序
と
本
文
の
一
部
は
『
藝
文
類
聚
』
巻
二
十
七
・
行
旅
に
も
引
く
が
、

こ
こ
で
は
『
古
文
苑
』
巻
五
に
収
め
る
も
の
に
拠
っ
た
。

⑬　

こ
の
部
分
、「
征
事
」
は
「
往
事
」
で
あ
れ
ば
読
み
や
す
い
。

⑭　

伊
藤
正
文
「
所
謂
「
紀
行
」
の
賦
に
つ
い
て
」（『
小
尾
博
士
古
稀
記

念
中
国
学
論
集
』、
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
）、D

avid R.K
nechtges 

“A Brief Study of Liu X
inʼs ʻSui chu fuʼ

”（
陳
致
主
編
『
中
国
詩

歌
伝
統
及
文
本
研
究
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
）。

⑮　

伊
藤
正
文
「
所
謂
「
紀
行
」
の
賦
に
つ
い
て
」（
注
⑭
所
掲
）
で
は
、

「
仲
尼
」
云
々
は
、『
史
記
』
孔
子
世
家
、『
論
語
』
衛
霊
公
、『
孟

子
』
尽
心
下
な
ど
に
、「
屈
原
」
云
々
は
、『
史
記
』
屈
原
伝
、『
楚

辞
』
卜
居
に
、「
柳
下
」
云
々
は
、『
論
語
』
微
子
に
、「
蘧
瑗
」
云
々

は
、『
左
伝
』
襄
公
十
四
年
及
び
二
十
六
年
に
、
ま
た
『
論
語
』
衛
霊

公
に
も
見
え
る
と
し
て
、『
左
伝
』
を
中
心
に
多
く
の
古
典
か
ら
引
用

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

ま
た
、K

nechtges

氏
（
注
⑭
所
掲
）
は
、
ま
ず
賦
の
題
名
に
つ
い

て
、『
漢
語
大
詞
典
』
に
あ
る
、
一
．
初
め
の
意
、
二
．
初
志
を
遂
げ

て
、
隠
遁
す
る
意
、
の
双
方
を
否
定
す
る
。
顕
達
の
願
望
を
成
し
遂
げ

る
こ
と
、
官
を
辞
し
て
隠
棲
す
る
意
は
な
い
、
と
い
う
。
中
島
千
秋

『
賦
の
成
立
と
展
開
』（
関
洋
紙
店
印
刷
所
、
一
九
六
三
年
）
四
三
九

ペ
ー
ジ
の
指
摘
を
受
け
て
、
冒
頭
の
二
字
を
賦
題
に
し
た
だ
け
で
、
全

体
の
内
容
と
は
直
接
は
か
か
わ
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
首
肯
で
き
る

解
釈
で
あ
る
。
ま
た
、
内
容
と
し
て
は
、
紀
行
と
言
志
つ
ま
り
、
旅
行

と
失
意
の
表
現
だ
と
い
う
。

⑯　

伊
藤
正
文
「
所
謂
「
紀
行
」
の
賦
に
つ
い
て
」（
注
⑭
所
掲
）
七
二

ペ
ー
ジ
。

⑰　

創
文
社
、
一
九
九
六
年
。
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⑱
「
思
玄
賦
」
は
、『
後
漢
書
』
本
伝
に
拠
っ
た
。

⑲　

富
永
一
登
「
張
衡
の
「
思
玄
の
賦
」
に
つ
い
て
」（『
大
阪
教
育
大
学

紀
要
』
第
Ⅰ
部
門
、
第
三
五
巻
、
第
一
号
、
一
九
八
六
年
）
で
は
、
張

衡
「
思
玄
賦
」
に
み
ら
れ
る
「
隠
」
が
、
老
荘
思
想
で
は
な
く
、
儒
家

思
想
の
「
仕
官

↔

隠
逸
」
の
隠
逸
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。




